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は
じ
め
に

今
ま
で
前
三
〇
〇
年
頃
の
イ
ン
ド
社
会
の
状
況
を
、
宗
教
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
き
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
期

に
シ
リ
ア
王
セ
レ
ウ
コ
ス
の
大
使
と
し
て
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
訪
印
し
、
彼
に
よ
る
見
聞
記
が
断
片
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
て
、
し

か
も
そ
の
記
録
が
当
時
の
イ
ン
ド
を
記
し
た
唯
一
の
原
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
見
聞
記
『
イ
ン
ド
誌
』
の
断
片
の
な
か
で

も
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
も
つ
記
録
を
主
と
し
て
考
察
し
、
さ
ら
に
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
を
め
ぐ
る
時
代
背
景
と
政
治
的
状
況

を
も
探
ろ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
資
料
が
な
い

状
況
で
、
詳
し
く
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

残
さ
れ
た
断
片
は
後
世
の
紀
元
前
後
の
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
文
言
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の

歴
史
書
、
地
理
書
を
編
む
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
部
分
の
み
の
引
用
で
あ
る
の
で
（
事
実
と
し
て
、
あ
る
い
は
ホ
ラ
話
と
し
て
）、

メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ホ
ラ
話
の
作
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
も
あ
り

（
１
）、

後
世
の
歴
史
家
に
と
っ
て
真
面
目
な
検
討
に
値
す
る
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
そ
の
時
代
の
文
化
的
背
景
の
い
く
つ
か
の
事
項
を
引
い
て
、
彼
の
生
き
た
時
代
を
探
り
、
彼
の
人
と

な
り
を
想
定
す
る
傍
証
と
し
た
い
。

一　

ギ
リ
シ
ア
の
教
養
人

メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
イ
オ
ニ
ア
出
身
と
い
わ
れ
る
の
で
、
ギ
リ
シ
ア
本
土
で
生
活
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
イ
オ
ニ
ア
は
小
ア

ジ
ア
の
ミ
レ
ト
ス
を
中
心
と
し
て
古
く
か
ら
栄
え
た
植
民
地
で
、
本
来
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
特
徴
を
よ
く
残
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

イ
オ
ニ
ア
方
言
を
用
い
て
い
た
。
文
化
的
に
も
「
本
土
と
異
な
り
因
習
に
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
闊
達
な
気
風
」
を
も
ち
、ま
た
「
人

類
史
上
は
じ
め
て
科
学
的
な
観
察
、
思
考
方
法
を
生
み
だ
し
た
」
土
地
柄
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
本
土
ギ
リ
シ
ア
人
が
頑
な

に
持
ち
続
け
た
ギ
リ
シ
ア
的
中
華
思
想
と
も
い
う
べ
き
偏
見
や
高
慢
さ
」
と
は
縁
遠
い
文
化
的
気
風
の
な
か
に
生
を
享
け
た
と
い

え
よ
う
。
こ
の
イ
オ
ニ
ア
文
化
評
は
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス
（
四
八
四
～
四
二
五
？
）
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が

（
２
）、

そ
れ
よ
り
約

五
〇
年
後
に
出
た
ク
ニ
ド
ス
（
小
ア
ジ
ア
の
島
）
出
身
の
ク
テ
シ
ア
ス
が
『
ペ
ル
シ
ア
史
』
を
著
わ
し
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
も
記
録

す
る
が
、
彼
も
や
は
り
イ
オ
ニ
ア
文
化
圏
に
属
す
る
医
師
で
あ
っ
た
。
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
ク
テ
シ
ア
ス
よ
り
約
一
〇
〇
年
後
で

あ
る
が
、
彼
も
や
は
り
イ
オ
ニ
ア
の
文
化
を
色
濃
く
受
け
つ
い
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。

メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
時
代
、
つ
ま
り
前
四
世
紀
頃
の
ギ
リ
シ
ア
は
対
外
的
に
は
前
世
紀
か
ら
の
ペ
ル
シ
ア
と
の
戦
争
が
断
続
的

に
続
き
、内
政
で
は
諸
都
市
間
の
闘
争
が
依
然
と
し
て
継
続
す
る
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
が
、文
化
的
に
は
輝
か
し
い
時
代
で
あ
っ

て
、
プ
ラ
ト
ン
（
四
二
七
～
三
四
七
）
は
ア
テ
ネ
近
郊
に
三
八
六
年
頃
ア
カ
デ
メ
イ
ア
（
学
苑
）
を
設
立
し
、
以
後
そ
の
名
声
は
高
ま

り
、
全
ギ
リ
シ
ア
か
ら
将
来
、
国
の
指
導
者
た
ら
ん
と
す
る
意
志
を
も
っ
た
名
門
の
若
者
た
ち
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

（
３
）。

プ
ラ
ト
ン
の
理
想
と
す
る
国
家
で
は
、
支
配
者
は
哲
人
王
で
あ
る
べ
き
で
、
国
家
の
指
導
者
た
ち
も
知
的
、
道
徳
的
に
優
れ
た
者
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で
あ
る
べ
き
で
、
そ
の
た
め
の
人
材
育
成
が
急
務
と
さ
れ
て
い
た

（
４
）。

人
材
育
成
の
必
要
性
は
前
世
紀
、
ペ
ル
シ
ア
戦
争
（
五
〇
〇
～

四
七
九
）
に
勝
利
し
た
あ
と
の
都
市
国
家
経
営
の
た
め
の
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
と
き
に
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
一

群
の
教
師
た
ち
が
そ
の
役
目
を
担
っ
た
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
は
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
唯
一
の
高
等
教
育
の
担
い
手
で
あ
り
、
町
か
ら
町
へ
と
旅
回
り
す
る
教
師
で
、
何

で
も
教
え
た

（
５
）。

こ
の
風
潮
は
前
四
世
紀
に
も
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
受
け
て
プ
ラ
ト
ン
が
公
的
教
育
の
目
的
で
ア
カ

デ
メ
イ
ア
を
開
い
た
と
い
う

（
６
）。

国
家
の
守
護
者
を
育
成
す
る
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
素
質
を
も
ち
、
性
格
に
欠
陥
が
な
く
、
高

度
の
才
能
を
持
ち
英
知
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た

（
７
）。

社
会
的
規
模
で
の
正
義
、
国
家
の
上
層
階
級
と
下
層
階
級
と
の
調
和
、

そ
れ
ら
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

（
８
）。

プ
ラ
ト
ン
の
こ
う
い
う
理
念
先
行
型
と
も
み
え
る
国
家
の
経
営
に
対
し
て
、
よ
り
現
実
的
教
育
法
を
主
張
し
た
の
が
イ
ソ
ク
ラ

テ
ス
（
四
三
六
～
三
三
八
）
で
あ
る
。
彼
は
プ
ラ
ト
ン
に
四
年
ほ
ど
先
だ
っ
て
学
苑
を
設
立
し
、
弁
論
術
を
教
え
た
。
そ
の
目
的
は

ギ
リ
シ
ア
同
胞
に
高
い
理
念
を
鼓
吹
し
、
夷
狄
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
擁
護
し
、
全
ギ
リ
シ
ア
が
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
を

唱
導
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

（
９
）。

ペ
ル
シ
ア
戦
争
に
勝
利
し
た
あ
と
の
高
揚
感
も
収
ま
り
、
内
政
の
混
乱
、
ペ
ル
シ
ア
の
脅
威
が
依
然

と
し
て
続
く
時
代
の
要
請
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
も
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
く
有
為
な
人
材
、
政
治
の
指
導
者
、
知
的
エ
リ
ー
ト
を
養

成
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
学
苑
は
高
等
教
育
の
場
で
あ
り
、
大
い
に
栄
え
た
と
い
い
、
一
〇
〇
人
も
の
弟
子
が
い
て
、「
ギ
リ
シ

ア
世
界
の
隅
々
、
シ
チ
リ
ア
や
黒
海
か
ら
も
、
彼
の
講
義
を
聴
く
た
め
に
莫
大
な
出
費
、
た
い
へ
ん
な
苦
労
を
い
と
わ
ず
ア
テ
ネ

に
や
っ
て
き
た
」
と
い
う

A
C
B

。
プ
ラ
ト
ン
の
教
育
が
究
極
的
な
真
理
の
追
求
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
そ
れ
は
、
い

か
に
「
よ
く
語
る
」
か
を
目
指
す
も
の
で
、
こ
れ
は
人
間
が
進
歩
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
正
義
を
実
現
し
栄
光
を
顕
わ
し
、

文
明
や
文
化
を
推
進
す
る
方
法
を
人
間
に
与
え
る
術
と
認
識
さ
れ
て
い
た

A
D
B

。
さ
ら
に
学
苑
で
の
修
得
科
目
に
「
過
去
の
こ
と
、
出

来
事
と
そ
の
結
果
に
関
す
る
知
識
」
の
勉
強
も
課
し
て
い
る
。
こ
れ
は
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス
な
ど
の
著
作
を
古
典
と
し
て
含
め
、
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教
養
の
う
ち
に
取
り
こ
ん
だ
こ
と
に
な
る

A
E
B

。

彼
は
生
徒
た
ち
に
弁
論
術
の
訓
練
を
施
す
場
合
、
形
式
的
、
機
械
的
な
方
法
と
は
異
な
っ
た
、
各
自
が
創
造
的
な
仕
事
を
行
え

る
よ
う
指
導
し
た
と
い
う
。
単
に
「
よ
く
語
」
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
理
性
に
基
づ
く
「
真

実
の
学
問
」
を
目
指
す
教
養
も
あ
ま
り
に
も
高
邁
に
す
ぎ
る
。
彼
が
目
指
し
た
の
は
よ
り
現
実
的
で
実
現
可
能
な
教
養
で
あ
っ
た
。

イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
願
い
は
ア
テ
ネ
の
再
び
の
栄
光
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
結
集
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
ア
テ
ネ
の
偉
大
な
る
教

養
（
文
化
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
慕
っ
て
各
民
族
が
同
胞
と
し
て
一
つ
の
文
化
的
世
界
を
構
築
す
る
と
い
う
理
想
で
あ
っ
た
。
こ
の

同
胞
文
化
圏
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
種
族
の
同
一
性
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ギ
リ
シ
ア
人
の
み
に
よ
る
も

の
で
も
な
か
っ
た
。「
同
じ
血
を
も
つ
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
と
文
化
を
共
に
す
る
も
の
を
ギ
リ
シ
ア
人
と
よ
ぶ
」
と
い

う
よ
う
に

A
F
B

、
文
化
（
教
養
）
を
最
大
限
に
強
調
し
た
。
こ
の
文
化
（
教
養
）
と
は
も
ち
ろ
ん
ギ
リ
シ
ア
の
ア
テ
ネ
の
最
高
の
文
化
（
教

養
）
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
ア
テ
ネ
中
心
主
義
の
う
ち
で
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
。

マ
ル
ー
は
こ
の
精
神
を
「
新
し
い
時
代
、
新
し
い
世
界
の
入
口
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
理
念
」
の
先
駆
け

と
捉
え
る

A
G
B

。
し
か
し
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
イ
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
亡
く
な
る
三
三
八
年
に
奇
し
く
も
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
が
、
ア
テ
ネ
と
そ
の
同
盟
軍
を
破
り
ギ
リ
シ
ア

の
盟
主
と
な
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
統
合
を
成
し
と
げ
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ギ
リ
シ
ア
の
教
育
に
つ
い
て
い
え
ば
、
七
歳
か
ら
一
四
歳
位
ま
で
が
い
わ
ゆ
る
初
等
教
育
で
、
次
に
一
般
教
養
を
身
に
つ
け
る

た
め
種
々
の
学
問
を
学
び
、
次
の
高
等
教
育
に
進
む
準
備
の
た
め
の
中
等
教
育
に
相
当
す
る
期
間
が
あ
っ
た
。
一
八
歳
か
ら
二
〇

歳
ま
で
の
間
が
壮
丁
団
教
育
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
一
～
二
年
間
の
市
民
お
よ
び
兵
士
と
な
る
た
め
の
訓
練
期
間
で
あ
っ
た
。
最

後
の
段
階
と
し
て
高
度
な
学
術
研
究
に
相
応
し
い
才
能
を
も
つ
者
が
か
よ
う
研
究
施
設
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
段
階

ま
で
進
む
に
は
知
力
の
ほ
か
に
財
力
も
必
要
で
、
少
数
の
エ
リ
ー
ト
に
限
ら
れ
て
い
た

A
H
B

。
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ア
テ
ネ
の
壮
丁
団
を
例
に
と
る
と
、
民
兵
を
養
成
す
る
た
め
の
市
民
の
軍
事
的
組
織
で
あ
っ
て
、
三
七
二
年
頃
か
ら
存
在
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
三
八
四
～
三
二
二
）
が
三
二
五
年
頃
に
分
析
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
壮
丁
団
員
は
第
一
に
若
い
兵
士
で
あ
る
が
、

そ
の
ほ
か
に
団
員
が
市
民
と
し
て
の
権
利
と
義
務
を
満
足
に
果
た
す
べ
く
道
徳
的
、
宗
教
的
教
育
を
施
す
期
間
で
も
あ
っ
た
。
ア

テ
ネ
が
国
を
守
る
た
め
軍
隊
を
組
織
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
き
の
組
織
で
あ
っ
た
が
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
支
配
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
市
民
軍
の
意
味
は
失
わ
れ
た
が
、
こ
の
組
織
自
体
は
存
続
し
つ
づ
け
た
。
の
ち
に
は
「
平
和
的
な
団
体
に
変
貌
し
、
少
数

の
富
裕
な
若
者
が
洗
練
さ
れ
た
優
雅
な
生
き
方
を
身
に
つ
け
に
く
る
と
こ
ろ
」
と
な
っ
た

A
I
B

。

壮
丁
団
の
本
質
は
何
よ
り
も
軍
事
で
あ
っ
た
。
強
靭
な
肉
体
を
作
る
た
め
の
体
育
は
必
須
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
人
を
ギ
リ
シ
ア

人
た
ら
し
め
る
特
色
あ
る
教
育
で
あ
っ
た
。
体
育
は
競
技
中
心
で
、
小
さ
い
と
き
か
ら
訓
練
、
競
技
に
参
加
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
風

文
化
が
根
を
下
ろ
し
た
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
で
も
体
育
場
と
競
走
路
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
が
出
現
し
た

A
J
B

。
こ
こ
で
あ
つ
か
っ
て
い

る
時
代
よ
り
や
や
の
ち
に
な
る
が
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
な
る
と
、
新
興
の
植
民
地
で
も
ギ
リ
シ
ア
風
の
生
き
方
を

基
盤
と
し
た
都
市
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
は
駐
屯
地
が
そ
の
地
方
の
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
中
心
と
な
っ
た
た
め
、

子
供
た
ち
は
体
育
場
に
か
よ
っ
た
と
い
う

A
K
B

。

一
般
的
に
は
七
歳
で
学
校
に
入
り
、
集
団
で
教
育
を
受
け
る
。
特
殊
な
例
と
し
て
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
よ
う
な
王
の
子
の

場
合
で
は
、
家
庭
教
師
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
た

A
L
B

。
中
等
教
育
に
な
る
と
、
文
法
、
文
学
を
勉
強
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
も

原
則
と
し
て
初
等
、
中
等
、
高
等
の
三
段
階
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
専
門
の
教
師
が
い
た

A
M
B

。
古
典
作
家
の
な
か
で
は
ホ
メ

ロ
ス
が
特
に
愛
好
さ
れ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
自
分
用
の
『
イ
リ
ア
ス
』
を
陣
中
で
も
愛
読
し
、
戦
術
の
手
引
と
も
し
て
い

た

A
N
B

。
こ
れ
は
彼
一
人
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
教
養
人
す
べ
て
が
枕
元
に
ホ
メ
ロ
ス
を
置
い
て
い
た
と
指
摘
さ

れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。「
ホ
メ
ロ
ス
が
、
教
育
上
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
選
定
さ
れ
用
い
つ
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
的

理
念
の
中
心
に
騎
士
の
倫
理
が
生
き
つ
づ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る

A
O
B

。」
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壮
丁
団
の
教
育
で
中
心
と
な
っ
た
教
科
は
弁
論
術
と
哲
学
で
あ
っ
た
。
し
か
し
団
員
の
年
齢
か
ら
み
て
、
ま
た
次
の
高
等
教
育

へ
進
む
準
備
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
は
社
会
に
有
益
な
奉
仕
を
果
た
す
べ
き
若
者
の
育
成
を
目
指
し
た
機
関
で
あ
っ

た
た
め
、
そ
の
教
育
内
容
は
あ
く
ま
で
一
般
教
養
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
上
に
進
ん
で
高
等
教
育
を
受
け
る
場
合

で
も
、
そ
の
内
容
の
中
心
は
あ
く
ま
で
弁
論
術
と
哲
学
で
あ
っ
た
。
前
五
世
紀
か
ら
の
都
市
国
家
に
お
け
る
民
主
制
政
治
の
舞
台

で
の
弁
論
技
術
の
役
割
、法
廷
で
の
弁
論
と
い
っ
た
政
治
に
関
連
し
た
分
野
の
み
な
ら
ず
、天
文
学
や
医
学
と
い
っ
た
分
野
の
人
々

に
と
っ
て
も
必
須
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
雄
弁
は
人
間
を
真
に
人
間
た
ら
し
め
る
力
で
あ
り
、
文
明
人
を
未
開
人
か
ら
区
別

す
る
文
化
遺
産
の
す
べ
て
を
盛
っ
た
器
」
で
あ
っ
た

A
P
B

。

哲
学
は
弁
論
術
と
な
ら
ぶ
重
要
科
目
で
あ
っ
た
が
、
高
等
教
育
の
段
階
に
お
い
て
は
一
般
教
養
の
域
を
脱
し
、
特
に
高
貴
な
精

神
性
が
求
め
ら
れ
た
よ
う
で
、学
ぶ
に
努
力
を
惜
し
ま
な
い
選
り
す
ぐ
り
の
少
数
者
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
哲
学
者
に
な
る
こ
と
は
、

道
徳
的
に
み
て
い
っ
そ
う
厳
し
く
、
い
く
ら
か
禁
欲
的
な
努
力
を
含
ん
だ
、
新
し
い
生
き
方
」
で
も
あ
っ
た
。
脱
俗
へ
の
志
向
が

強
く
、
一
般
教
養
社
会
を
低
く
み
な
し
、
高
邁
な
人
生
を
追
求
し
よ
う
と
し
た

A
Q
B

。
マ
ル
ー
は
こ
れ
を
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
」
状
態

と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
と
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
時
代
以
降
の
世
界
の
文
化
潮
流
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、マ
ル
ー

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
哲
学
の
す
す
め

A
R
B

』
を
著
わ
し
た
こ
と
を
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
哲
学
教
育
の
先
駆
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
と
は
こ
こ
で
は
や
や
早
い
時
代
を
も
含
む
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

高
等
教
育
の
哲
学
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
著
作
を
解
説
、
注
解
に
よ
っ
て
学
ん
だ
。
教
師
に
よ
る
講
義

は
個
人
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
行
わ
れ
、
教
師
自
身
の
思
索
の
成
果
を
直
接
弟
子
に
伝
え
よ
う
と
し
た
た
め
、
精
神
的
指
導
者
と

い
う
側
面
も
強
く
意
識
さ
れ
た
。「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
哲
学
教
師
は
、
人
間
の
…
…
究
極
目
的
や
…
…
人
間
に
幸
福
を
保
証
す
る
よ

う
な
、
最
高
善
を
さ
が
し
」
は
じ
め
、
政
治
や
社
会
の
問
題
に
も
目
を
向
け
、
自
分
の
仕
え
る
王
や
、
多
く
の
人
々
の
良
心
を
も

熱
心
に
指
導
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

A
S
B

。
し
か
し
教
師
は
自
分
の
思
索
を
発
表
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
説
を
宣
揚
す
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る
に
は
相
手
の
教
説
を
論
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
弁
論
の
技
が
大
い
に
必
要
と
さ
れ
た
要
因
で
も
あ
っ
た
。
マ
ル
ー
は

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
哲
学
的
風
土
の
特
徴
を
、「
す
ぐ
か
み
つ
き
、
論
争
好
き
で
、
邪
険
な
ふ
ん
い
気
」
と
表
現
し
て
い
る

A
T
B

。

高
等
教
育
の
中
心
地
は
む
ろ
ん
ア
テ
ネ
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
が
三
八
六
年
頃
に
学
苑
を
創
り
、
そ
の
あ
と
を
承
け
て
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
三
三
五
年
に
開
い
た
の
も
ア
テ
ネ
で
あ
っ
た
。
ア
テ
ネ
で
の
「
哲
学
教
育
は
、
彼
ら
の
以
降
も
、
つ
ま
り
前
四
世
紀

末
か
ら
後
も
国
外
か
ら
多
く
の
学
生
を
惹
き
つ
け
た
し
、
そ
の
傾
向
は
た
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た

A
U
B

。」

前
四
世
紀
を
中
心
と
し
た
こ
の
時
代
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
時
代
と
も
い
え
る
が
、
こ
こ
か
ら
こ
の
時
代
の
教
養
人
の
理

想
像
が
見
え
て
こ
よ
う
。
軍
人
で
あ
る
か
、少
な
く
と
も
若
い
と
き
に
軍
隊
で
訓
練
を
受
け
た
者
で
、教
師
か
ら
直
接
哲
学
を
学
び
、

自
説
を
も
っ
て
相
手
を
説
得
し
う
る
弁
論
の
術
を
具
え
て
い
て
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
現
実
的
に
目
指
し
た
国
家
の
指
導
者
た
ら
ん

と
す
る
気
概
に
溢
れ
る
精
神
と
と
も
に
最
高
の
文
化
を
体
現
し
た
人
物
。
文
化
と
は
教
養
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
真
の

教
養
人
、
知
識
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。

二　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
教
育

メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
同
世
代
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
生
存
年
代
を
三
五
〇
～
二
九
〇
年

と
し
て
セ
レ
ウ
コ
ス
と
ほ
ぼ
同
時
代
と
さ
れ

A
V
B

、
セ
レ
ウ
コ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
も
と
で
、
の
ち
に
ト
ラ
キ
ア
の
王
と
な
る

リ
ュ
シ
マ
コ
ス
、
の
ち
に
エ
ジ
プ
ト
の
王
と
な
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
な
ど
と
と
も
に
戦
っ
た
。
こ
の
後
者
二
人
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
の
七
人
の
側
近
護
衛
官
の
う
ち
に
含
ま
れ（
下
一
四
五
）、ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
同
年
代
で
あ
っ
た
。
側
近（
ヘ
イ
ロ
イ
）と
は〝
仲

間
〟
を
意
味
し
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
で
は
本
来
、
王
の
身
辺
に
仕
え
る
少
数
の
特
権
を
も
っ
た
貴
族
の
グ
ル
ー
プ
を
指
し
た
。
マ
ケ
ド

ニ
ア
に
は
近
習
制
度
が
あ
り
、「
ヘ
タ
イ
ロ
イ
の
子
弟
の
な
か
か
ら
選
抜
さ
れ
、
十
代
半
ば
か
ら
数
年
間
王
の
身
辺
に
仕
え
て
、
日
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常
的
な
奉
仕
を
」
行
っ
た
と
い
い
、「
将
来
の
優
秀
な
エ
リ
ー
ト
を
育
成
す
る
た
め
の
養
成
機
関
」
で
も
あ
っ
た

A
W
B

。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
東
征
に
よ
っ
て
ペ
ル
シ
ア
帝
国
を
倒
し
た
あ
と
、
そ
の
領
土
の
東
端
に
あ
る
ア
ラ
コ
シ
ア
地
方
の
総
督

を
命
ぜ
ら
れ
た
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
元
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
陣
営
に
い
た
と
思
わ
れ
る
し
（
下
一
四
五
）、
そ
の
理
由
で

あ
る
か
ら
か
、
確
証
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
出
身
と
考
え
ら
れ
て
い
る

A
X
B

。
ま
た
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
の
没
後
、
一
時
ア
ジ
ア
一
帯
に
威
勢
を
は
っ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
の
勢
力
の
も
と
で
も
ア
ラ
コ
シ
ア
の
総
督
で
あ
り
つ

づ
け
た
し
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
に
代
わ
っ
て
支
配
権
を
握
っ
た
セ
レ
ウ
コ
ス
に
よ
っ
て
も
再
び
総
督
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
と
セ
レ
ウ
コ
ス
と
の
関
係
の
近
さ
も
予
想
さ
れ
、
の
ち
に
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
セ
レ
ウ
コ
ス
に
命
ぜ
ら

れ
て
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
居
城
か
ら
イ
ン
ド
に
向
か
っ
た
と
の
伝
承
も
考
慮
す
れ
ば

A
Y
B

、
こ
の
三
人
の
関
係
の
深
さ
も
大
い
に
想

定
さ
れ
、
こ
の
三
人
が
同
世
代
で
あ
っ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
家
庭
教
師
を
勤
め
た
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
教
育
に

つ
い
て
は
比
較
的
明
確
な
よ
う
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
母
オ
リ
ュ
ン
ピ
ュ
ア
ス
は
母
方
か
ら
は
ア
キ
レ
ウ
ス
（
ギ
リ
シ
ア

神
話
の
英
雄
、
ト
ロ
イ
戦
争
を
物
語
る
ホ
メ
ロ
ス
『
イ
リ
ア
ス
』
の
主
人
公
）
の
血
統
を
引
き
つ
ぎ
、
父
方
か
ら
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
（
ギ
リ
シ
ア

神
話
の
英
雄
）
の
血
統
を
引
き
つ
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
た

A
Z
B

。
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
家
の
建
国
伝
説
で
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
末
裔
が
マ
ケ
ド

ニ
ア
に
流
れ
つ
い
て
建
国
し
た
と
語
り
つ
が
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
マ
ケ
ド
ニ
ア
は
ギ
リ
シ
ア
の
周
辺
国
で
は
な
く
、
ギ

リ
シ
ア
の
伝
統
を
正
式
に
受
け
つ
い
で
い
る
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
喧
伝
す
る
も
の
で
あ
っ
た

A
[
B

。　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
生
れ
で
、
父
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
祖
父
ア
ミ
ュ
ン
タ
ス
三
世
（
在

位
三
九
三
～
三
七
〇
）
の
侍
医
で
あ
っ
た
た
め
、
幼
少
期
を
首
都
の
ペ
ラ
で
過
ご
し
、
宮
廷
と
は
幼
い
こ
ろ
よ
り
深
い
関
係
が
あ
っ

た

A
\
B

。
三
六
七
年
、
一
七
歳
で
ア
テ
ネ
に
行
き
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ
デ
メ
イ
ア
（
学
苑
）
に
入
学
し
、
二
〇
年
間
滞
在
し
、
プ
ラ
ト
ン
が

亡
く
な
る
三
四
七
年
に
学
苑
を
去
る
。
こ
の
と
き
三
七
歳
、
そ
し
て
三
四
三
年
、
四
一
歳
の
と
き
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
父
フ
ィ
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リ
ッ
ポ
ス
に
招
か
れ
て
三
年
間
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
家
庭
教
師
を
勤
め
る
。
三
三
六
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
即
位
す
る
が
、

そ
の
翌
年
（
三
三
五
年
）
に
ア
テ
ネ
に
戻
り
、
自
分
の
学
苑
を
郊
外
の
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
に
開
く
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
一
三
歳
で

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
就
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
般
的
に
は
七
歳
か
ら
初
等
教
育
が
始
ま
る
の
で
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の

場
合
は
そ
の
上
の
段
階
の
教
育
の
時
期
と
な
ろ
う
か
。

初
等
教
育
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
よ
う
で
、
文
法
、
音
楽
、
幾
何
学
、
弁
論
術
、
哲
学
な
ど
の
教
科
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る

A
]
B

。
家
庭
教
師
を
つ
け
ら
れ
る
の
は
き
わ
め
て
特
別
で
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
よ
う
な
王
の
子
ど
も
に
か
ぎ
ら
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
出
身
都
市
ス
タ
ゲ
イ
ラ
は
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
彼

は
再
び
住
民
を
集
め
、
か
つ
て
の
市
民
で
亡
命
し
た
り
奴
隷
に
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
を
ポ
リ
ス
に
復
帰
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の

学
校
と
研
究
の
場
所
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
は
ミ
エ
ザ
近
く
の
ニ
ン
フ
の
聖
域
を
指
定
し
…
…
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
お
そ
ら
く

倫
理
学
や
政
治
学
の
講
義
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
哲
学
者
た
ち
が
特
に
口
伝
と
か
秘
伝
と
名
づ
け
て
一
般
に
は
公
開
し
な
い
秘
密

の
深
遠
な
教
え
に
も
あ
ず
か
っ
た
よ
う
だ
」
と
い
う
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
説
明
は

A
^
B

、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
家
庭
教
師
を
勤
め
た
あ
と
の
、

よ
り
多
く
の
市
民
を
対
象
と
す
る
学
校
や
研
究
機
関
で
の
教
育
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
同
年

代
の
貴
族
の
子
弟
た
ち
と
と
も
に
、
三
年
間
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
と
で
勉
学
に
励
ん
だ
」
と
理
解
す
べ
き
か

A
_
B

。

い
ず
れ
に
し
て
も
同
年
代
の
子
弟
た
ち
と
と
も
に
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
然
の
ち
の
東
征
に
つ
き
従
い
、
側
近
や
将
軍
と

な
っ
た
者
た
ち
と
そ
の
こ
ろ
か
ら
親
密
な
親
交
を
結
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
み
な
そ
れ
相
応
の
学
識
と
教
養
を
身
に
つ
け
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
な
か
に
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
も
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
も
い
た

A
`
B

。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
東
征
に
「
数
多
く
の
学
者
を
随
行
さ
せ
、
遠
征
し
た
先
々
の
土
地
の
風
土
や
動
植
物
の
研
究
を
奨
励
」

し
た

A
a
B

。同
行
し
た
者
た
ち
の
な
か
で
も
主
だ
っ
た
人
物
を
挙
げ
て
み
よ
う
。ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
幼
少
か
ら
の
家
庭
教
師
で
あ
っ

た
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
（
の
ち
の
側
近
護
衛
官
の
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
と
は
別
人

A
b
B）。

カ
リ
ス
テ
ネ
ス
（
三
七
〇
頃
～
三
二
七
）
は
ギ
リ
シ
ア
人
哲
学
者
、
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歴
史
家
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
姪
の
子
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
推
薦
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
正
史
を
書
く
と
い
う
任
務
を

も
っ
て
従
軍
し
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
英
雄
ア
キ
レ
ウ
ス
の
再
来
と
し
て
描
い
た
と
い
う

A
c
B

。
ア
ナ
ク
サ
ル
コ
ス
も
ギ
リ
シ
ア
人

哲
学
者
で
あ
る
が
、
カ
リ
ス
テ
ネ
ス
と
は
好
対
照
と
さ
れ
て
い
る

A
d
B

。
カ
リ
ス
テ
ネ
ス
は
雄
弁
家
で
あ
る
が
ゆ
え
に
若
者
た
ち
か
ら

熱
烈
に
慕
わ
れ
、
そ
の
規
律
正
し
く
威
厳
あ
る
独
立
不
羈
の
生
活
態
度
は
年
長
者
を
喜
ば
せ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
彼
の
何
も
の
を

も
恐
れ
ぬ
超
然
と
し
た
態
度
が
自
身
に
災
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
家
庭
教
師
の
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
な
ど
の
告
発
に
よ
っ
て
、
最
後
は

王
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う

A
e
B

。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
っ
て
の
ち
に
自
分
の
乗
る
船
の
舵
取
り
に
命
ぜ
ら
れ
（
下
二
六
七
）、

ま
た
イ
ン
ダ
ス
河
口
か
ら
ペ
ル
シ
ア
に
向
け
て
航
行
す
る
艦
隊
の
舵
取
り
役
を
も
務
め
た
オ
ネ
シ
ク
リ
ト
ス
は
（
下
二
一
〇
）、
哲

学
者
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
も
と
で
学
ん
だ
哲
学
者
で
あ
っ
た

A
f
B

。
彼
は
タ
キ
シ
ラ
滞
在
中
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
命
に
よ
っ
て
、
修

行
し
て
い
る
イ
ン
ド
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
（
バ
ラ
モ
ン
）
た
ち
と
対
話
す
る
た
め
派
遣
さ
れ
、
二
人
の
バ
ラ
モ
ン
と
会
う
。
ス
ト
ラ
ボ
ン

の
説
明
に
よ
る
と
、
対
話
は
三
人
の
通
訳
を
通
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う

A
g
B

。

彼
の
師
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
（
四
〇
四
？
～
三
二
一
？
）
は
キ
ュ
ニ
コ
ス
（
犬
儒
）
派
の
流
れ
を
く
み
、一
切
の
社
会
現
象
を
軽
蔑
し
、無
欲
・

無
所
有
が
幸
福
の
条
件
で
あ
る
と
し
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
生
き
る
犬
の
よ
う
な
生
活
を
理
想
と
し
た

A
h
B

。
彼
と
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
の
出
会
い
の
逸
話
は
有
名
で
あ
る
。
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
出
会
い
、
王
は
彼
に
何
か
欲
し
い

も
の
は
な
い
か
尋
ね
る
と
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
何
も
い
ら
な
い
か
ら
、
た
だ
そ
こ
を
ど
い
て
陽
ざ
し
の
さ
ま
た
げ
に
な
ら
な
い
で

ほ
し
い
、
と
答
え
た
と
い
う
（
下
一
五
九
）。
ア
リ
ア
ノ
ス
は
こ
の
話
と
並
べ
て
も
う
一
つ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
タ
キ
シ
ラ
で

一
団
の
イ
ン
ド
人
哲
学
者
た
ち
が
常
時
裸
で
い
る
の
を
目
撃
し
、
そ
の
な
か
の
一
人
を
同
行
さ
せ
た
い
と
願
っ
た
と
い
う
話
を
記

し
て
い
る
。彼
ら
の
堅
忍
不
抜
の
自
制
心
に
感
銘
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
、と
は
ア
リ
ア
ノ
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
評
で
あ
る（
下

一
六
〇
）。

の
ち
の
エ
ジ
プ
ト
王
と
な
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
も
晩
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
伝
記
を
残
し
、
ま
た
オ
ネ
シ
ク
リ
ト
ス
と
同
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様
に
イ
ン
ド
か
ら
ペ
ル
シ
ア
へ
の
航
海
で
指
揮
官
を
務
め
た
ネ
ア
ル
コ
ス
（
下
二
六
七
）
は
引
退
後
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
伝
と
航

海
記
を
著
わ
し
た
。
ネ
ア
ル
コ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
朋
友
で
あ
っ
て
、
初
め
小
ア
ジ
ア
の
一
地
方
の
総
督
と
な
っ
た
が
、

の
ち
に
本
隊
に
合
流
し
と
も
に
戦
っ
た

A
i
B

。
ア
リ
ア
ノ
ス
が
『
東
征
記
』
の
基
本
資
料
と
し
た
の
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
ア
リ
ス
ト

ブ
ロ
ス
で
、
後
者
を
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
王
遠
征
に
随
行
し
た
人
物
」
と
し
て
い
て
（
下
三
五
）、
訳
者
は
「
攻
城
土
木
、
建
築

方
面
の
専
門
家
、
軍
に
同
行
し
た
技
術
者
グ
ル
ー
プ
の
一
員
」
と
想
定
し
て
い
る
（
下
四
五
七
解
説
）。
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
は
学
問
好
き

で
あ
っ
て
、
タ
キ
シ
ラ
で
出
会
っ
た
イ
ン
ド
人
哲
学
者
カ
ラ
ノ
ス
に
「
叡
智
の
教
え
を
求
め
て
、
彼
に
随
伴
し
」、
カ
ラ
ノ
ス
が
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
同
行
し
ペ
ル
シ
ス
で
病
に
倒
れ
る
ま
で
付
き
添
っ
た
と
い
う
（
下
一
六
二
）。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
も
と
で
将
軍
と
し
て
戦
っ
た
彼
ら
は
第
一
に
勇
猛
な
軍
人
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
著
作
を
残
す
こ
と
が

で
き
た
文
人
で
も
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
取
り
ま
く
一
群
の
人
々
は
皆
こ
の
時
代
の
一
流
の
知
識
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
、

ギ
リ
シ
ア
が
本
来
目
指
し
て
い
た
〝
真
の
教
養
人
〟
育
成
の
一
つ
の
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

三　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
「
生
ま
れ
つ
き
勉
学
と
知
識
を
好
み
、
読
書
好
き
で
あ
っ
た
。」
し
か
し
性
格
は
「
頑
固
そ
の
も
の
で
、

強
制
に
は
反
発
す
る
が
、
道
理
に
よ
っ
て
な
ら
」
説
得
や
指
導
を
受
け
い
れ
る
と
い
う
の
で
、
父
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
は
有
名
な
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
を
家
庭
教
師
に
迎
え
、「
倫
理
学
や
政
治
学
の
講
義
を
受
け
」、
さ
ら
に
哲
学
の
深
遠
な
教
え
を
も
授
か
っ
た
と
も
い

わ
れ
る

A
j
B

。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
い
わ
ゆ
る
帝
王
学
を
学
ん
だ
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
分
ら
な
い
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
例
え
ば
『
哲
学
の
す
す
め
』
か
ら
推
量
す
る
に
、
人
間
の
知
性
、
理
知
が
最
高
善
で
あ
り
、
不
死
で
あ
り
、
神
的

で
あ
る
こ
と
、
最
善
な
る
も
の
は
永
遠
で
あ
り
、
し
か
も
よ
く
秩
序
だ
て
ら
れ
て
い
て
、
神
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
観
照
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的
に
哲
学
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か

A
k
B

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
学
問
に
通
じ
て
い
た
が
、
根
底
に
あ
る
テ
ー
マ
は
〝
真
に
存
在
す
る
も
の
（
実
体
）〟
の

探
究
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
分
割
、
分
類
と
い
う
概
念
を
応
用
す
る
。
自
然
と
人
間
と
の
相
同
性
、
大
自
然
の
あ
り

方
が
人
間
の
あ
り
方
と
相
同
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
彼
の
師
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
の
、
自
然
秩
序
は
一
定
の
階
層
構
造
か

ら
な
る
と
す
る
説
の
延
長
で
あ
り

A
l
B

、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
大
自
然
と
等
し
く
生
物
体
も
一
つ
の
複
雑
な
構
造
物
で
、
階
層
化
さ
れ

た
構
造
秩
序
で
あ
る
と
す
る

A
m
B

。
腕
は
一
つ
の
器
官
で
あ
る
と
同
時
に
生
物
全
体
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
る
と
の
説
明
は

A
n
B

、
つ
ま

り
人
間
と
社
会
と
の
関
係
に
置
き
か
え
て
考
え
れ
ば
、
一
人
の
人
間
は
社
会
に
お
い
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
が
明
ら
か
と
な

る
。
こ
の
場
合
の
社
会
と
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
徹
底
し
て
ポ
リ
ス
（
都
市
国
家
）
で
あ
っ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
を
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」
と
呼
ん
だ
ゆ
え
ん
で
も
あ
る

A
o
B

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
の
理
想
の
国
家
は
、
自
由
人
か
ら
の
み
成
り
、
奴
隷
や
生
産
従
事
者
は
排
除
さ
れ
た
社
会
で
あ
っ

た
。
人
間
と
い
う
範
疇
か
ら
は
動
物
、
植
物
が
除
外
さ
れ
、
人
間
の
な
か
で
は
奴
隷
は
も
ち
ろ
ん
ポ
リ
ス
周
辺
に
存
在
す
る
者
た

ち
も
除
外
さ
れ
る
。
さ
ら
に
理
想
国
家
で
は
、「
国
家
に
必
要
不
可
欠
な
農
業
お
よ
び
手
工
業
生
産
者
の
労
働
力
は
、
す
べ
か
ら
く

異
民
族
の
奴
隷
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
す
る
。」
と
い
う
指
摘
に
よ
れ
ば

A
p
B

、
人
間
は
自
由
人
と
い
う
市
民
と

奴
隷
と
い
う
異
民
族
の
人
間
と
い
う
二
種
に
極
論
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
こ
う
い
う
国
家
の
あ
り
よ
う
は
自
然
本
来
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
市
民
の
目
指
す
べ
き
最
善
の
国
家
で
あ
る
。
市
民
が
「
よ
く
生
き
る
た
め
の
、
す
な
わ
ち
完
全
で
独
立
し

た
生
活
を
送
る
た
め
家
と
家
族
の
集
ま
り
」
と
し
て
ポ
リ
ス
、
階
層
化
さ
れ
た
構
造
を
も
っ
た
秩
序
、
調
和
よ
り
成
り
た
つ
ポ
リ

ス
が
構
想
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
あ
く
ま
で
ギ
リ
シ
ア
人
ポ
リ
ス
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
政
治
的
枠
組
の
内
部
で
し
か
実
現

さ
れ
え
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た

A
q
B

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
即
位
し
た
翌
年
に
ア
テ
ネ
に
戻
り
、
学
苑
を
開
き
（
三
三
五
年
）、
三
二
二
年
に
亡
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く
な
る
が
、
こ
の
年
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
で
あ
り
、
ア
テ
ネ
で
は
反
マ
ケ
ド
ニ
ア
運
動
が
再
燃
し
、
彼
は

瀆
神
罪
で
告
発
さ
れ
、
ア
テ
ネ
の
東
方
、
エ
ー
ゲ
海
に
あ
る
エ
ウ
ボ
イ
ア
島
に
逃
れ
、
翌
年
そ
の
地
で
亡
く
な
っ
た

A
r
B

。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
都
合
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
ア
テ
ネ
で
過
ご
し
、
ア
テ
ネ
中
心
主
義
を
鼓
吹
し
つ
づ
け
た
が
、
異
民
族
マ
ケ
ド
ニ
ア

出
身
と
い
う
理
由
で
か
ら
か
、
結
局
は
中
心
か
ら
周
辺
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
市
民
と
な
る
に
は
、
男
性
で
、
自
由
人
で
、

ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
、
そ
の
権
利
は
世
襲
に
よ
っ
て
し
か
継
承
で
き
な
か
っ
た

A
s
B

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
亡
く
な
る
ま
で
、
ポ
リ
ス
・
ア
テ
ネ
の
市
民
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
と
っ

て
は
、
文
化
・
学
芸
の
中
心
地
ギ
リ
シ
ア
・
ア
テ
ネ
は
憧
れ
の
地
で
は
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
一
八
歳
の
と
き
（
三
三
八
年
）、
父
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
と
と
も
に
ギ
リ
シ
ア
軍
と
の
戦
闘
に
勝
利
し
、
講
和
条
約
を
結
ぶ
た
め
ア
テ

ネ
に
派
遣
さ
れ
た
。
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
を
支
配
し
、
同
盟
軍
を
組
織
し
ペ
ル
シ
ア
と
の
戦
い
の
準
備
を
整
え
る
（
三
三
七

年
）。
ギ
リ
シ
ア
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
と
っ
て
は
も
は
や
支
配
す
べ
き
国
と
な
っ
た
。
こ
の
翌
年
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
は
突
然
暗
殺

さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
は
ま
た
も
や
反
マ
ケ
ド
ニ
ア
戦
線
を
目
論
む
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
巧
み
に
反
乱
を
押
さ
え
こ
ん
で
、

フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
の
ギ
リ
シ
ア
支
配
権
を
完
全
に
継
承
す
る
こ
と
に
成
功
す
る

A
t
B

（
上
三
六
―
三
七
）。

ポ
リ
ス
と
い
う
世
界
は
、
例
え
ば
ア
テ
ネ
で
は
、
全
人
口
は
二
〇
～
二
五
万
人
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
市
民
の
資
格
を
も
つ
者

は
平
均
し
て
三
万
人
程
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら

A
u
B

、
政
治
に
参
画
で
き
る
者
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ギ
リ
シ
ア
の
正
統
で
伝
統
的
な
教
養
を
教
授
さ
れ
、
自
ら
も
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
を
手
本
と
し
て
勉
学
に
励
み
、

ギ
リ
シ
ア
語
を
話
し
た
と
し
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
人
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
い
う
異
民
族
の
出
身
者
で
あ
っ
た

A
v
B

。

異
民
族
と
い
う
概
念
自
体
に
は
元
来
善
悪
の
価
値
判
断
は
含
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ギ
リ
シ
ア
で
こ
の
語
が
特
に
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
前
五
世
紀
中
頃
で
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
ペ
ル
シ
ア
を
敗
り
反
ペ
ル
シ
ア
気
運
が
高
ま
る
が
、
そ
れ
も
ギ

リ
シ
ア
全
体
に
広
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
理
由
で
ア
テ
ネ
は
残
り
の
ギ
リ
シ
ア
人
を
奮
起
さ
せ
る
た
め
、
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あ
え
て「
汎
ギ
リ
シ
ア
」を
政
治
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
利
用
し
た
と
い
う

A
w
B

。
ペ
ル
シ
ア
は
ギ
リ
シ
ア
を
統
合
す
る
た
め
の
異
民
族
・

敵
の
象
徴
と
し
て
明
確
に
他
者
化
さ
れ
、
そ
の
差
異
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
差
異
化
は
ポ
リ
ス
の
な
か
で
は
、
自
由

人
で
あ
る
市
民vs

奴
隷
、
市
民vs

非
市
民
と
い
う
社
会
階
層
の
支
配
・
被
支
配
の
関
係
に
集
約
さ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
宛
て
た
覚
書
に
「
植
民
地
の
建
設
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
で

は
「
ギ
リ
シ
ア
人
達
に
対
し
て
は
彼
ら
の
指
導
者
と
し
て
振
舞
い
、
異
民
族
に
対
し
て
は
彼
ら
の
［
絶
対
専
制
］
君
主
と
し
て
臨

み
、
前
者
は
こ
れ
を
友
人
や
同
族
の
人
々
と
し
て
配
慮
し
、
後
者
は
こ
れ
を
動
物
や
植
物
の
如
く
に
取
り
扱
う
」
よ
う
勧
め
た
と

い
う

A
x
B

。
ギ
リ
シ
ア
人
と
異
民
族
、人
間
と
動
植
物
の
対
置
、差
異
化
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
的
主
張
の
根
本
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
的
、
ポ
リ
ス
的
言
説
の
み
を
こ
と
さ
ら
取
り
あ
げ
る
の
も
、
ポ
リ
ス
社
会
全
体
を
見
渡
そ
う
と

す
る
場
合
、
や
は
り
社
会
の
一
面
の
み
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
り
、
ポ
リ
ス
の
政
治
的
特
異
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
宗
教
的
事
柄
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
神
に
つ
い
て
は
「
万
物
を
総
括
す
る
神
的
な
力
」
と
し
て
、
全

宇
宙
に
遍
満
す
る
原
理
と
み
な
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
の
神
々
と
は
、
人
間
の
思
考
を
は
る
か
に
超
え
、
は
る

か
に
知
性
的
で
、
高
尚
で
、
哲
学
的
で
あ
っ
た
。
神
々
と
人
間
と
は
質
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
、
そ
の
間
に
は
越
え
が
た

い
溝
が
あ
る

A
y
B

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
師
プ
ラ
ト
ン
は
魂
の
不
死
性
を
唱
え
て
い
た
。「
哲
学
者
た
る
も
の
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
さ

ま
た
げ
の
も
と
に
な
る
も
の
を
遠
ざ
け
、
死
と
い
う
大
い
な
る
解
放
に
備
え
な
が
ら
、『
魂
の
世
話
』
に
専
念
す
る
」
こ
と
、
魂
の

浄
化
を
力
説
す
る

A
z
B

。
こ
れ
は
す
で
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
が
主
張
し
て
い
た
「
魂
の
不
死
性
」、
来
世
の
た
め
に
魂
の
「
浄
め
」
の
継

承
で
あ
っ
た
。「
浄
め
」
の
た
め
の
最
善
の
方
法
は
観
照
的
生
き
方
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
哲
学
者
の
生
き
る
道
で
あ
っ
た

A
{
B

。

四　

ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
の
宗
教
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ポ
リ
ス
で
も
祭
祀
は
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
公
共
の
た
め
の
、
公
共
の
神
殿
で
行
わ
れ
る
祭
祀
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ

ア
の
ポ
リ
ス
市
民
の
共
同
体
的
行
為
と
し
て
の
動
物
供
犠
で
あ
る
。
ポ
リ
ス
で
の
祭
祀
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
異
な
政
治
的
、
社

会
的
意
味
を
も
っ
た

A
|
B

。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
私
的
と
も
い
え
る
祭
祀
も
存
在
し
た
。
例
え
ば
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
は
、
オ
ル
フ
ェ

ウ
ス
教
に
酷
似
し
た
霊
魂
不
滅
と
輪
廻
転
生
の
教
説
を
も
つ
宗
教
・
政
治
・
哲
学
的
秘
儀
集
団
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ

ス
的
生
活
と
は
細
か
な
規
範
を
も
つ
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
食
物
の
タ
ブ
ー
、
浄
と
穢
の
タ
ブ
ー
等
は
教
団
の
祭
祀
と
結
び
つ
い

て
い
て
、
こ
れ
ら
の
タ
ブ
ー
は
よ
り
古
く
か
ら
の
規
則
を
受
け
つ
い
で
い
た
。
よ
り
古
い
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
に
い
う
霊
魂
の
浄
め

を
目
的
と
し
、
禁
欲
的
生
活
に
よ
っ
て
人
と
自
然
と
の
調
和
を
追
求
し
た

A
}
B

。

哲
学
的
色
彩
の
強
い
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
の
ほ
か
に
も
秘
儀
集
団
や
秘
密
結
社
が
存
在
し
て
い
て
、「
国
家
の
祭
儀
の
与
り
知

ら
ざ
る
宗
教
生
活
へ
の
道
を
開
き
、
市
民
一
般
の
運
命
と
は
全
く
異
な
っ
た
運
命
を
入
信
者
に
与
え
…
…
社
会
的
秩
序
と
は
全
く

無
関
係
に
個
人
を
変
様
さ
せ
…
…
個
人
救
済
」
を
目
的
と
し
て
い
た

A
~
B

。

公
共
的
祭
祀
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
市
民
と
個
人
救
済
を
目
的
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
は
、
社
会
的
に
ま
っ
た
く
別
の
範
疇
に

区
分
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、「
都
市
を
構
成
す
る
人
々
は
、そ
の
出
身
、社
会
的
地
位
、職
務
等
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
る
意
味
で
は
相
互
に
『
似
通
っ
た
』
者
た
ち
で
あ
り
、
…
…
こ
の
類
似
性
が
ポ
リ
ス
の
統
一
の
基
盤
で
あ
る
」
と
す
る
な
ら

A
C
B

、

ポ
リ
ス
の
な
か
に
あ
っ
て
は
両
者
に
は
特
別
な
違
和
感
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ア
テ
ネ
の
例
で
は
、
市
民
権
を
有
す
る
人
は

全
体
の
約
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
市
民
以
外
の
大
多
数
の
人
々
の
信
仰
形
態
が
大
い
に
興
味
を
惹
く
。
そ
こ
で

再
び
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
の
次
の
よ
う
な
解
説
を
参
照
し
て
み
た
い
。「
ホ
メ
ロ
ス
の
英
雄
が
重
き
を
お
い
た
の
は
、個
人
的
武
勲
で
あ
り
、

一
騎
打
ち
に
お
い
て
樹
て
ら
れ
る
手
柄
で
あ
っ
た
」
が
、
こ
う
い
う
「
貴
族
階
級
に
伝
統
的
な
行
動
様
式
」
は
「
あ
る
時
期
に
お

い
て
都
市
か
ら
」
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
都
市
は
自
由
人
の
平
等
、
公
正
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

社
会
的
平
等
を
破
る
よ
う
な
行
動
様
式
は
す
べ
て
「
行
き
過
ぎ
」
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
。「
こ
れ
に
代
わ
っ
て
称
揚
さ
れ
る
の
は
、
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慎
し
み
と
嗜
み
の
厳
正
な
理
想
、
地
味
で
ほ
と
ん
ど
禁
欲
的
な
生
活
様
式
」
で
あ
る

A
D
B

。
こ
の
指
摘
を
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
外
の

大
多
数
に
と
っ
て
は
や
は
り
伝
統
的
な
行
動
様
式
が
支
持
さ
れ
て
い
て
、
一
騎
打
ち
に
よ
っ
て
勝
利
す
る
戦
士
、
ホ
メ
ロ
ス
の
物

語
る
英
雄
の
勇
姿
が
息
づ
い
て
い
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
将
来
王
と
な
る
べ
く
生
ま
れ
、
そ
れ
に
相
応
し
い
教
育
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
時
代

の
宗
教
的
環
境
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
周
辺
世
界
で
も
あ
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
取
り
ま
く
同
世
代
の
ほ
か
の

若
者
た
ち
と
は
特
に
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。　
　

プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
伝
に
よ
れ
ば
、
父
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
と
母
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
ス
は
密
儀
に
入
信
し
結
婚
し
た
。

ま
た
別
の
伝
承
と
し
て
、
結
婚
し
た
サ
モ
ト
ラ
ケ
島
（
エ
ー
ゲ
海
北
部
の
島
）
は
、
昔
か
ら
女
性
た
ち
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
と
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
教
に
入
信
し
て
い
て
、密
儀
を
行
っ
て
い
た
。
煩
雑
で
迷
信
的
な
宗
教
儀
式
で「
ト
ラ
キ
ア
風
」と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
ス
は
ほ
か
の
誰
に
も
ま
し
て
忘
我
の
境
を
求
め
、
荒
々
し
く
神
が
か
り
状
態
に
陥
っ
た
と
い
う
。
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア

ス
の
特
徴
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、密
儀
と
は
特
に
女
性
に
関
係
し
、忘
我
、神
が
か
り
の
状
態
を
も
た
ら
す
儀
式
で
あ
っ
た
。

こ
の
密
儀
と
は
カ
ベ
イ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
る
小
ア
ジ
ア
の
フ
リ
ュ
ギ
ア
地
方
を
起
源
と
す
る
非
ギ
リ
シ
ア
系
の
豊
穣
の
神
を
祀
る
祭

儀
で
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
信
仰
の
中
心
は
こ
の
サ
モ
ト
ラ
ケ
島
と
そ
の
南
の
レ
ム
ノ
ス
島
で
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
信
仰
と
同
じ

く
集
団
的
な
熱
狂
と
陶
酔
を
特
徴
と
す
る
と
い
う

A
E
B

。

プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
神
々
、
信
仰
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
の
創
始
者
と
さ

れ
る
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
は
、
ホ
メ
ロ
ス
以
前
の
最
大
の
詩
人
に
し
て
音
楽
家
で
、
伝
説
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
キ
ア
生
ま
れ
で
ア
ポ
ロ
ン

よ
り
竪
琴
を
授
け
ら
れ
、
彼
の
歌
は
野
獣
、
山
川
草
木
も
聴
き
ほ
れ
た
。
彼
の
話
は
イ
オ
ニ
ア
の
航
海
冒
険
譚
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
前
の
古
い
海
上
の
旅
の
物
語
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
、
エ
ー
ゲ
海
沿
岸
に
も
広
く
流
布
し
て
い
た
と
い
う

A
F
B

。
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
ス
が

神
が
か
り
と
な
っ
て
、
飼
い
な
ら
し
た
大
き
な
蛇
を
何
匹
も
信
者
た
ち
の
前
に
引
き
だ
し
た
と
、
密
儀
と
蛇
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
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て
い
る

A
G
B

。
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
ス
の
出
身
地
に
あ
る
聖
地
ド
ド
ナ
（
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
西
隣
り
の
国
・
エ
ピ
ロ
ス
）
で
は
蛇
が
飼
わ
れ
て
い
た
と

も
、
ま
た
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
ス
が
寝
て
い
る
そ
ば
に
、
蛇
が
長
々
と
横
た
わ
っ
て
い
た
と
か
い
わ
れ
る
の
も

A
H
B

、
こ
の
地
方
に
は
蛇
信

仰
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
蛇
と
関
係
す
る
信
仰
に
サ
バ
ジ
オ
ス
神
を
祀
る
祭
祀
が
あ
る
。
こ
れ
は
プ
リ
ュ
ギ

ア
、
ト
ラ
キ
ア
系
の
神
で
、
宗
教
的
狂
乱
を
伴
う
崇
拝
形
式
を
有
し
、
ギ
リ
シ
ア
に
は
前
五
世
紀
頃
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
蛇

は
サ
バ
ジ
オ
ス
神
の
聖
獣
で
、
そ
の
秘
儀
で
使
用
さ
れ
、
こ
の
神
は
蛇
の
姿
で
小
ア
ジ
ア
の
女
祭
司
と
交
わ
っ
て
子
を
え
た
と
い

い

A
I
B

、
蛇
自
体
が
繁
殖
、
豊
穣
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
来
ト
ラ
キ
ア
、マ
ケ
ド
ニ
ア
の（
主
と
し
て
女
の
あ
い
だ
で
行
な
わ
れ
た
）宗
教
的
な
狂
乱
を
伴
う
儀
式
の
神
で
あ
っ
た
ら
し
い
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
輸
入
さ
れ
女
性
の
熱
狂
的
崇
拝
を
受
け
た

A
J
B

。
そ
の
熱
狂
ぶ
り
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
（
四
八
〇
～
四
〇
六
）

の
『
バ
ッ
カ
ス
の
信
女
』
に
詳
し
い
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
最
晩
年
の
四
〇
八
年
に
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
招
か
れ
て
、
そ
こ
で
こ
の
悲
劇

を
書
い
た
。
舞
台
は
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
テ
ー
ベ
で
、
そ
の
若
い
王
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
教
え
に
従
っ
て
女
た
ち
が
野
山
を
狂

乱
し
た
姿
で
駆
け
ま
わ
り
、
狼
藉
を
は
た
ら
く
様
子
に
怒
り
、
成
敗
し
て
し
ま
い
、
こ
の
仕
業
に
怒
っ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
よ
っ

て
王
は
冷
酷
な
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

A
K
B

。

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
古
い
信
仰
を
物
語
っ
て
い
る
。
ブ
ド
ウ
の
木
を
授
け
、
酒
造
り

を
教
え
る
。
こ
の
神
が
黒
い
山
羊
の
皮
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
は
、
夏
（
黒
い
大
地
）
が
冬
（
白
い
雪
、
枯
れ
た
原
野
）
に
変
わ
り
、
そ

の
あ
と
に
植
物
が
芽
吹
く
こ
と
の
表
象
で
あ
る
。
巨
大
な
男
根
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
祭
り
に
登
場
す
る
の
も
豊
穣
儀
礼
の
名
残

で
あ
る
。
ア
テ
ネ
の
あ
る
祭
り
で
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
と
っ
て
神
聖
な
キ
ヅ
タ
（
常
春
藤
）
で
社
殿
を
飾
り
、
参
詣
人
も
キ
ヅ

タ
の
冠
を
つ
け
、
新
酒
を
酌
み
行
列
を
行
っ
た
。
春
の
祭
り
で
あ
り
、
蘇
り
を
象
徴
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の

秘
儀
で
は
、
犠
牲
と
し
て
牡
牛
が
さ
さ
げ
ら
れ
神
体
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
信
徒
は
そ
の
生
肉
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖

な
る
力
を
身
体
の
う
ち
に
収
め
、
永
遠
の
力
を
授
か
る
こ
と
が
で
き
た

A
L
B

。
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ア
テ
ネ
で
も
密
儀
の
祭
典
が
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
テ
ー
ベ
を
攻
め
、
ア
テ
ネ
に
進
攻
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
の
で
、
ア
テ
ネ
と
は
和
解
し
た
と
い
う

A
M
B

（
上
六
四
）。
こ
の
祭
り
は
ア
テ
ネ
か
ら

北
西
約
二
〇
キ
ロ
に
あ
る
エ
レ
ウ
シ
ス
で
開
催
さ
れ
る
大
密
儀
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
女
神
デ
メ
テ
ル
と
娘
神
コ
レ
・
ペ
ル
セ
フ
ォ

ネ
を
と
も
に
祀
る
四
年
に
一
度
の
秘
儀
で
あ
っ
た
（
上
三
五
九
注
）。
デ
メ
テ
ル
神
は
穀
物
、
大
地
の
生
産
物
の
恵
み
を
も
た
ら
す

豊
穣
の
女
神
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
各
地
で
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
中
心
地
は
こ
の
エ
レ
ウ
シ
ス
で
あ
っ
た

A
N
B

。

プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
誕
生
と
関
連
づ
け
て
ア
ル
テ
ミ
ス
神
を
語
っ
て
い
る
。
エ
フ
ェ
ソ
ス
（
エ
ー
ゲ
海
沿
岸
、

イ
オ
ニ
ア
地
方
）
の
ア
ル
テ
ミ
ス
神
殿
が
放
火
に
よ
っ
て
炎
上
し
た
が
、
こ
れ
は
女
神
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
お
産
に
か
か
り
き

り
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
風
聞
に
つ
い
て
で
あ
る
が

A
O
B

、お
産
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
肝
心
で
あ
っ
て
、ア
ル
テ
ミ
ス
は
「
先

住
民
族
の
女
神
で
あ
っ
た
ら
し
く
、彼
女
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
は
野
獣
に
み
ち
た
山
野
」
で
あ
っ
て
、「
誕
生
、多
産
お
よ
び
子
供
（
人

間
や
野
獣
の
）の
守
神
」で
あ
っ
た
と
い
う

A
P
B

。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
ア
ル
テ
ミ
ス
が
ト
ラ
キ
ア
地
方
で
も
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
て
、

ほ
か
に
も
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
ア
レ
ス
（
ギ
リ
シ
ア
の
軍
神
、
ト
ラ
キ
ア
方
面
か
ら
ギ
リ
シ
ア
に
移
入
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る

A
Q
B

）
を
挙
げ

て
い
る

A
R
B

。

フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
は
オ
リ
ン
ピ
ュ
ア
ス
の
そ
ば
に
蛇
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
怪
し
ん
で
、
デ
ル
フ
ォ
イ
神
殿
に
神
託
の
お
伺
い
を

た
て
た
。
デ
ル
フ
ォ
イ
は
い
わ
ゆ
る
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
ほ
ぼ
中
心
に
あ
り
、
大
地
の
へ
そ
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
も
ペ
ル
シ
ア
遠
征
に
先
立
っ
て
神
託
を
え
よ
う
と
デ
ル
フ
ォ
イ
に
行
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
巫
女
が
い
て
お
告
げ
を
下
す
。「
こ

の
神
託
所
は
地
底
に
広
が
っ
た
洞
窟
で
入
口
は
か
な
り
狭
く
、
こ
の
洞
窟
か
ら
神
が
か
り
に
さ
せ
る
よ
う
な
息
吹
き
が
上
が
っ
て
く

る
。
小
さ
な
入
口
の
上
の
方
に
高
い
鼎
一
台
を
置
き
、巫
女
ピ
ュ
テ
ィ
ア
が
そ
の
上
に
上
る
と
こ
の
息
吹
き
を
迎
え
て
神
託
を
語
る

A
S
B

。」

オ
リ
ン
ピ
ュ
ア
ス
の
出
身
地
に
あ
る
聖
地
ド
ド
ナ
は
ゼ
ウ
ス
の
神
託
で
有
名
で
、
神
の
意
志
は
主
に
樫
の
神
木
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
に

よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た

A
T
B

。
テ
ー
ベ
に
あ
る
神
託
所
は
夢
占
い
で
有
名
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
神
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
三
日
間
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酒
を
断
ち
、
一
日
絶
食
し
た
の
ち
、
牡
牛
を
犠
牲
に
さ
さ
げ
、
そ
の
皮
の
上
に
眠
っ
て
夢
の
お
告
げ
を
待
っ
た

A
U
B

。

神
託
を
受
け
る
神
殿
も
エ
ー
ゲ
海
の
周
辺
に
数
多
く
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
神
殿
も
あ
っ
た
。

ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
キ
ア
地
方
の
一
部
族
で
あ
る
サ
ト
ラ
イ
族
は
「
例
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
神
託
所
」
を
も
っ
て
い

た
。訳
者
の
注
に
よ
れ
ば
定
冠
詞
が
付
い
て
い
る
の
で
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

A
V
B

。「
神
託
所
は
山
の
最
高
所
に
あ
り
、

こ
の
聖
所
に
奉
仕
し
て
託
宣
を
扱
う
の
は
サ
ト
ラ
イ
人
の
内
の
ベ
ソ
イ
人
で
あ
る
。
託
宣
を
告
げ
る
の
が
巫
女
の
役
で
あ
る
こ
と

は
デ
ル
フ
ォ
イ
と
同
様
で
」
あ
る
と
い
う

A
W
B

。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
ギ
リ
シ
ア
周
辺
地
域
の
民
俗
、
宗
教
に
つ
い
て
エ
ジ
プ
ト
を
も
含
め

て
詳
細
に
報
告
す
る
が
、
そ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
、
異
国
の
神
々
、
神
殿
、
神
託
所
、
お
告
げ
、
密
儀
、
結
社
、
神
が
か
り
、

熱
狂
、
陶
酔
、
聖
獣
が
み
ち
み
ち
て
い
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
よ
り
約
一
〇
〇
年
前
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
一

帯
の
土
着
信
仰
の
広
が
り
と
根
の
深
さ
は
十
分
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
る
供
犠
と
競
技

ア
リ
ア
ノ
ス
の
『
東
征
記
』
に
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
行
っ
た
供
犠
が
三
〇
回
以
上
出
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
見
る

こ
と
に
し
た
い
が
、
供
犠
が
競
技
と
と
も
に
催
さ
れ
て
い
る
も
の
に
注
目
し
た
い
（
競
技
の
開
催
は
約
一
五
回
言
及
さ
れ
て
い
る
）。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
軍
隊
が
ペ
ル
シ
ア
の
都
バ
ビ
ロ
ン
に
到
着
し
、
続
い
て
ス
サ
へ
と
進
み
、
こ
こ
で
も
無
条
件
で
す
べ
て

が
引
き
渡
さ
れ
た
。
こ
の
ス
サ
で
「
先
祖
代
代
の
仕
来
り
に
し
た
が
っ
て
」
供
犠
を
行
っ
た
。
こ
の
と
き
同
時
に
「
松
明
競
争
と

体
育
競
技
」
を
催
し
た
（
上
二
二
三
―
四
）。
バ
ク
ト
リ
ア
か
ら
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
へ
次
々
と
町
を
征
服
し
な
が
ら
進
攻
し
、
そ
の
地
に

自
ら
の
町
の
建
設
を
構
想
し
、
二
〇
日
間
で
囲
壁
を
築
き
、
ギ
リ
シ
ア
人
傭
兵
の
一
部
、
と
も
に
住
む
こ
と
を
希
望
し
た
現
地
人
、

陣
営
に
い
て
も
は
や
軍
務
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
た
ち
を
住
み
つ
か
せ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
「
日
ご
ろ
の
習
慣
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ど
お
り
に
神
神
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
、
ま
た
馬
術
と
体
育
の
競
技
」
を
開
催
し
た
（
上
二
七
一
―
二
）。
タ
キ
シ
ラ
の
町
も
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
「
日
ご
ろ
供
犠
を
行
う
の
を
慣
し
と
し
て
い
る
神
神
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
、
体
育
と
馬
術
の

競
技
を
川
の
ほ
と
り
で
」
催
し
た
（
下
二
六
）。
イ
ン
ダ
ス
河
に
到
着
し
た
時
点
で
タ
キ
シ
ラ
の
王
タ
キ
シ
レ
ス
が
出
迎
え
、
そ
こ

で
自
ら
町
を
引
き
渡
し
た
の
で
あ
る
が
、無
事
に
河
を
渡
り
お
え
た
所
で
、「
ふ
た
た
び
仕
来
り
ど
お
り
に
供
犠
の
式
」を
行
っ
た（
下

三
六
）。
こ
の
河
畔
よ
り
出
発
し
て
町
の
な
か
に
入
っ
て
か
ら
も
「
慣
例
の
犠
牲
を
さ
さ
げ
、体
育
と
馬
術
の
競
技
」
を
催
し
た
（
下

三
七
）。
パ
ン
ジ
ャ
ブ
五
河
の
う
ち
イ
ン
ダ
ス
河
か
ら
四
本
目
の
ヒ
ュ
ド
ラ
テ
オ
ス
（
ラ
ヴ
ィ
）
川
ま
で
ポ
ロ
ス
軍
を
討
ち
破
り
な

が
ら
進
み
、
つ
い
に
こ
の
川
を
越
え
た
。
し
か
し
五
河
最
後
の
ヒ
ュ
パ
シ
ス
川
を
越
え
る
と
そ
の
先
に
は
イ
ン
ド
の
大
軍
が
控
え

て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
兵
士
た
ち
は
気
力
を
そ
が
れ
、
こ
れ
以
上
進
む
こ
と
を
拒
ん
だ
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
神
意
を

伺
う
べ
く
犠
牲
を
さ
さ
げ
た
。
し
か
し
吉
と
は
出
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
引
き
か
え
す
こ
と
を
決
意
し
た
と
い
う
（
下
八
四
）。

そ
こ
で
彼
は
巨
大
な
高
さ
を
も
つ
一
二
の
祭
壇
を
築
か
せ
た
。
横
幅
は
高
さ
に
見
合
う
以
上
に
長
大
で
あ
っ
た
。「
こ
れ
ほ
ど
に
も

遥
か
な
土
地
に
ま
で
勝
ち
進
ま
せ
給
う
た
、
神
神
に
た
い
す
る
感
謝
の
捧
げ
物
と
し
て
、
ま
た
自
分
の
艱
難
辛
苦
を
後
の
世
ま
で

伝
え
る
記
念
物
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
き
ず
か
せ
た
」
と
ア
リ
ア
ノ
ス
は
記
し
て
い
る
（
下
八
五
）。「
祭
壇
が
完
成
す
る
と
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
は
そ
れ
ら
の
壇
上
で
仕
来
り
に
し
た
が
っ
て
犠
牲
を
さ
さ
げ
、
次
い
で
体
育
と
馬
術
の
競
技
」
を
催
し
た
（
下
八
五
）。

供
犠
を
さ
さ
げ
る
神
々
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
ポ
セ
イ
ド
ン
（
上
六
八
）、
ア
テ
ネ
女
神
（
上
一
二
九
、三
二
三
）、
ゼ
ウ
ス
（
上

八
四
、一
九
四
）、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
（
上
一
七
九
）、
月
・
太
陽
・
大
地
（
上
二
〇
一
）、
ア
ポ
ロ
ン
（
上
二
四
三
）、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
（
上

二
八
三
、
下
二
四
）
と
多
彩
で
あ
っ
た
。　

ま
た
供
犠
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
イ
ン
ド
か
ら
反
転
す
る
際
に
行
っ
た
よ
う
に
、
吉
凶
を
占
う
儀
式
で
も
あ
っ
た
。
渡
河
に

際
し
て
も
、
そ
の
吉
凶
を
占
っ
た
。
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
で
、
対
岸
に
陣
を
張
る
ス
キ
ュ
タ
イ
人
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
べ
き
か
伺
う
た

め
犠
牲
を
さ
さ
げ
て
占
っ
た
。
犠
牲
獣
は
吉
兆
を
現
わ
さ
な
か
っ
た
の
で
、
も
う
一
度
犠
牲
を
さ
さ
げ
て
占
っ
た
（
上
二
七
二
）。
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タ
キ
シ
ラ
で
も
イ
ン
ダ
ス
河
を
渡
る
と
き
、
犠
牲
に
よ
っ
て
吉
兆
を
え
た
（
下
二
六
）。

占
い
の
方
法
は
、肝
臓
の
肝
の
葉
の
有
無
で
判
断
す
る
と
い
う
（
下
二
〇
二
―
三
）。
訳
者
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
か
ら
の
引
用
と
し
て
、

「
犠
牲
に
供
さ
れ
た
鳥
獣
の
内
臓
、
と
く
に
肝
臓
の
形
状
や
色
に
よ
っ
て
吉
凶
を
占
う
『
内
臓
占
い
』
で
は
ふ
つ
う
、
門
脈
と
胆
嚢

を
覆
い
隠
し
て
い
る
の
を
常
態
と
す
る
肝
葉
が
欠
如
し
て
い
る
の
を
『
大
凶
』
と
し
た
」
と
い
う
（
下
三
七
七
注
）。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
即
位
の
翌
年
（
三
三
五
年
）、
テ
ー
ベ
の
反
乱
を
平
定
し
ア
テ
ネ
と
和
解
し
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
帰
国
す
る

が
、
こ
の
と
き
供
犠
と
競
技
を
開
催
し
た
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
首
都
を
ペ
ラ
に
移
す
前
の
都
ア
イ
ガ
イ
で
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
ア
ル
ケ
ラ

オ
ス
（
在
位
四
一
三
～
三
九
九
）
か
ら
続
く
と
い
う
「
伝
統
的
な
供
犠
を
ゼ
ウ
ス
・
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ス
に
さ
さ
げ
、
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
競

技
祭
」
を
催
し
た
（
上
六
六
、三
六
〇
注
）。
ゼ
ウ
ス
は
神
々
と
と
も
に
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
山
頂
に
住
ま
い
す
る
神
で
あ
る
。
彼
の
聖
獣

は
鷲
、
聖
木
は
樫
で
、
犠
牲
と
し
て
山
羊
、
牡
牛
、
牝
牛
が
さ
さ
げ
ら
れ
た

A
X
B

。

犠
牲
と
競
技
が
セ
ッ
ト
と
さ
れ
て
い
る
の
は
競
技
も
や
は
り
神
へ
の
捧
げ
物
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
競
技
は

ペ
ロ
プ
ス
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
の
ち
に
ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
再
興
し
、
ペ
ロ
プ
ス
の
た
め
の
祭
壇
を
築
き
、
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
一
二

神
の
た
め
に
六
祭
壇
を
建
て
、
そ
し
て
ゼ
ウ
ス
に
さ
さ
げ
る
た
め
に
種
々
の
競
技
が
開
催
さ
れ
た
と
い
う

A
Y
B

。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
ア
キ
レ
ウ
ス
を
手
本
と
し
た
。
ホ
メ
ロ
ス
『
イ
リ
ア
ス
』
の
ア
キ
レ
ウ
ス
に
な
ら
い
理
想
的
騎
士
と
し

て
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
。
貴
族
的
戦
士
と
し
て
若
い
と
き
か
ら
各
種
の
競
技
を
競
い
、
諸
々
の
宴
の
席
に
お
い
て
は
吟
遊
詩
人

の
歌
を
う
た
い
、
竪
琴
な
ど
の
演
奏
の
技
を
競
っ
た
。
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
は
暗
唱
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

A
Z
B

。
ホ
メ
ロ
ス
の
描
く
英

雄
の
世
界
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
世
界
で
あ
っ
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
最
も
親
し
く
最
も
深
く
愛
し
た
友
ヘ
パ
イ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
死
に
、
悲
嘆
に
く
れ
る
。
死
者
を
悼
ん
で
髪

の
毛
を
切
っ
た
と
い
う
伝
説
に
つ
い
て
、
ア
リ
ア
ノ
ス
は
、
幼
少
の
と
き
か
ら
張
り
あ
っ
て
き
た
ア
キ
レ
ウ
ス
の
例
に
な
ら
っ
た

と
説
明
し
て
い
る
（
下
一
九
一
―
二
、三
七
三
注
）。
ヘ
パ
イ
ス
テ
ィ
オ
ン
を
神
と
し
て
祀
り
、
そ
れ
に
相
応
し
い
供
犠
を
さ
さ
げ
た
い
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と
願
っ
た
が
、
神
意
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
葬
儀
は
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
例
を
は
る
か
に
上
回
る
規
模
で

体
育
と
音
楽
の
競
技
が
催
さ
れ
、
出
場
者
は
総
勢
三
千
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
（
下
一
九
四
）。
そ
の
先
例
と
し
た
の
は
、
ア
キ
レ

ウ
ス
に
よ
る
幼
い
と
き
か
ら
の
友
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
の
葬
儀
で
あ
っ
た
ろ
う
。
戦
い
で
死
ん
だ
友
を
悼
み
、
戦
士
ら
一
同
と
と
も
に

哀
哭
の
声
を
あ
げ
、
馬
に
乗
っ
て
遺
骸
を
三
度
回
っ
た
。
木
を
積
み
あ
げ
縦
横
百
尺
の
焼
場
を
作
り
、
そ
の
薪
の
一
番
上
に
、
悲

し
み
の
心
を
抱
き
つ
つ
遺
体
を
置
い
た
。
火
葬
後
、
遺
骨
を
黄
金
の
壺
に
納
め
、
土
を
盛
り
あ
げ
て
塚
を
造
っ
た
。
そ
し
て
大
き

な
弔
い
の
競
技
会
が
開
催
さ
れ
る
。
拳
闘
、
角
力
、
走
り
競
争
、
槍
投
げ
、
戦
車
競
走
な
ど
が
競
わ
れ
、
勝
者
に
は
高
価
な
賞
品

が
与
え
ら
れ
た

A
[
B

。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
少
年
時
代
、
家
庭
教
師
や
専
門
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
教
育
を
受
け
た
。
教
育
全
般
の
統
括
者
は
厳
格
な

レ
オ
ニ
ダ
ス
で
あ
っ
た
が
、
家
庭
教
師
の
役
と
肩
書
を
わ
が
も
の
と
し
た
の
は
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
自
分
を

フ
ォ
イ
ニ
ク
ス
（
ア
キ
レ
ウ
ス
を
養
育
し
、
ア
キ
レ
ウ
ス
と
と
も
に
ト
ロ
イ
戦
争
に
参
加
、
五
隊
よ
り
な
る
全
軍
の
第
四
隊
を
指
揮

A
\
B）、

ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
を
ア
キ
レ
ウ
ス
、
父
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
を
ペ
レ
ウ
ス
（
ア
キ
レ
ウ
ス
の
父
）
と
名
づ
け
た
の
で
、
尊
敬
さ
れ
て
第
二
の
地
位

を
占
め
て
い
た

A
]
B

。
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
と
も
に
参
戦
し
た
の
も
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
単
な
る
真
似
ご
と
で
は
な

く
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
世
界
そ
の
も
の
の
な
か
に
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六　

ま
と
め

前
四
世
紀
後
半
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
と
周
辺
国
の
文
化
の
あ
り
よ
う
を
概
観
す
る
た
め
、
双
方
の
文
化
を
体
現
し
よ
う
と
し
た
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
例
に
、
幼
少
期
か
ら
の
教
育
環
境
、
彼
を
取
り
ま
く
宗
教
的
文
化
環
境
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
と
ホ
メ
ロ
ス
の
世
界
と
の
関
係
の
深
さ
が
際
立
っ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭
に
代
表
さ
れ
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る
よ
う
な
神
が
か
り
の
密
儀
、
ポ
リ
ス
内
外
に
見
ら
れ
た
宗
教
儀
式
、
豊
穣
を
祈
る
民
間
信
仰
の
数
々
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
へ
の

崇
敬
、
神
に
よ
る
託
宣
、
供
犠
、
そ
れ
に
伴
っ
た
体
育
や
音
楽
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
競
技
等
々
、
す
べ
て
が
ホ
メ
ロ
ス
の
世
界
そ
の

ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
世
界
に
屹
立
し
て
い
た
の
が
、
ギ
リ
シ
ア
教
養
人
と
し
て
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
と
時
代
を
と
も
に
し
た
人
々
も
彼
と
同
じ
世
界
を
生
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
ペ
ル
シ
ア
世
界
の
征
服
を
目
指
し
、
そ
れ
を
成
し
と
げ
た
。
し
か
し
彼
の
短
い
人
生
は
ア
キ
レ
ウ
ス
の

武
勲
を
見
習
う
の
み
で
、
そ
の
先
の
想
い
描
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
世
界
を
創
り
だ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
と
も
に
生
き
た
後
継
者
た
ち
の
な
か
で
、
ペ
ル
シ
ア
世
界
を
引
き
つ
い
だ
の
が
セ
レ
ウ
コ
ス
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
手
本
と
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
時
代
は
武
勲
よ
り
統
治
へ
と
移
る
。
彼
の
詳
細
に
つ
い

て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
彼
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
へ
の
大
使
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
に
し
て
も
、
ま
た
メ
ガ
ス
テ

ネ
ー
ス
と
親
し
か
っ
た
よ
う
で
も
あ
っ
た
ア
ラ
コ
シ
ア
太
守
シ
ビ
ュ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
し
て
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
メ
ガ

ス
テ
ネ
ー
ス
は
帰
国
後
、
四
巻
あ
る
い
は
四
章
よ
り
な
る
『
イ
ン
ド
誌
』
を
著
し
た
こ
と

A
^
B

、
巻
数
で
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
る
九
巻

の
『
歴
史
』
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
残
さ
れ
た
断
片
か
ら
見
て
も
、
概
論
、
地
理
、
動
植
物
、
産
物
、
習
俗
、
宗
教
、

社
会
、
哲
学
と
多
岐
に
わ
た
り

A
_
B

、
興
味
の
広
さ
と
博
識
を
誇
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
伝
統
的
学
風
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
ギ
リ

シ
ア
教
養
人
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

☆
（　

）
の
数
字
は
『
東
征
記
』（
上
下
）
の
頁
で
あ
る
。

註（
１
）	ス
ト
ラ
ボ
ン
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
地
誌
』（
飯
尾
都
人
訳
）、
龍
溪
書
舎
、
一
九
九
四
年
、
四
一
二
―
三
頁
。
特
に
風
習
、
人
種
、
動
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物
に
つ
い
て
は
、「
説
明
は
あ
ま
り
に
行
き
過
ぎ
て
説
話
め
い
た
と
こ
ろ
に
ま
で
達
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ア
リ
ア
ノ
ス
は
『
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
大
王
東
征
伝
』（
上
下
）（
大
牟
田
章
訳
）、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
（
以
下
『
東
征
記
』
と
略
、
付
属
す
る
『
イ
ン
ド
誌
』
も
含
む
）

で
、『
イ
ン
ド
誌
』
の
資
料
は
ネ
ア
ル
コ
ス
と
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
両
者
を
「
信
頼
す
べ
き
人
」
と
評

し
て
い
る
（
下
二
六
五
）。

（
２
）
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
下
（
松
平
千
秋
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
三
八
〇
頁
（
解
説
）。

（
３
）
Ｒ
・
Ｓ
・
ブ
ラ
ッ
ク
『
プ
ラ
ト
ン
入
門
』（
内
山
勝
利
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
四
八
―
四
九
頁
。

（
４
）
山
川
偉
也
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
二
九
五
頁
。

（
５
）
同
前
、
一
三
三
頁
。

（
６
）
同
前
、
一
七
一
頁
。

（
７
）
同
前
、
一
七
〇
頁｡

（
８
）
同
前
、
一
六
三
頁
。

（
９
）
ブ
ラ
ッ
ク
、
前
掲
書
、
五
一
―
五
二
頁
。

（
10
）
Ｈ
・
Ｉ
・
マ
ル
ー
『
古
代
教
育
文
化
史
』（
横
尾
壮
英
、
飯
尾
都
人
、
岩
村
清
太
訳
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
四
頁
。

（
11
）
同
前
、
一
〇
二
―
三
頁
。

（
12
）
同
前
、
一
〇
五
頁
。

（
13
）
同
前
、
一
一
〇
頁
。

（
14
）
同
前
、
一
一
〇
頁
。

（
15
）
同
前
、
一
二
五
―
六
頁
。

（
16
）
同
前
、
一
二
九
―
一
三
一
頁
。

（
17
）
同
前
、
一
四
二
頁
。

（
18
）
同
前
、
一
三
四
頁
。

（
19
）
同
前
、
一
七
六
頁
。
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（
20
）
同
前
、
一
九
六
頁
。

（
21
）		

同
前
、
一
九
九
頁
。
森
谷
公
俊
訳
・
註
『
新
訳
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
伝
―
プ
ル
タ
ル
コ
ス
英
雄
伝
よ
り
』、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
七

年
（
以
下
『
新
訳
』
と
略
）、
七
〇
頁
。

（
22
）
マ
ル
ー
、
同
前
、
二
〇
頁
。

（
23
）
同
前
、
二
三
八
、二
四
〇
頁
。

（
24
）
同
前
、
二
五
一
頁
。

（
25
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
哲
学
の
す
す
め
』（
廣
川
洋
一
訳
・
解
説
）、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
一
年
。

（
26
）
マ
ル
ー
、
前
掲
書
、
二
五
三
―
五
頁
。

（
27
）
同
前
、
二
五
五
―
六
頁
。

（
28
）
同
前
、
二
六
〇
頁
。

（
29
）
中
村
元
『
イ
ン
ド
史
Ⅱ
』（
中
村
元
選
集
［
決
定
版
］
第
六
巻
）、
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
、
五
五
八
頁
。

（
30
）
澤
田
典
子
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
』、
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
、
二
〇
二
〇
年
、
六
一
頁
。

（
31
）R

.A
.B

illow
s: A

ntigonos the O
ne-E

yed and the C
reation of the H

ellenistic State,	 U
niversity of C

alifornia Press 1990, 

p.433.

（
32
）Ibid., p.433.

（
33
）
森
谷
『
新
訳
』、
二
三
頁
。
澤
田
、
前
掲
書
、
七
四
頁
。

（
34
）
澤
田
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

（
35
）
同
前
、
七
四
頁
。

（
36
）
森
谷
『
新
訳
』、
五
六
―
五
七
頁
（
註
）。

（
37
）
同
前
、
六
二
頁
。

（
38
）
澤
田
、
前
掲
書
、
七
五
頁
。

（
39
）
森
谷
公
俊
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
征
服
と
神
話
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
八
八
頁
。
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（
40
）
澤
田
、
前
掲
書
、
七
六
頁
。

（
41
）
森
谷
『
新
訳
』、
一
八
九
頁
。

（
42
）
同
前
、
二
〇
九
頁
（
註
）。

（
43
）
同
前
、
二
一
四
頁
（
註
）。

（
44
）
同
前
、
三
四
二
、三
四
七
頁
（
註
）。

（
45
）
同
前
、
三
八
九
頁
。

（
46
）
ス
ト
ラ
ボ
ン
、
前
掲
書
、
四
一
九
頁
。

（
47
）
森
谷
『
新
訳
』、
一
一
八
―
九
頁
（
註
）。

（
48
）
同
前
、
九
三
頁
（
註
）。

（
49
）
同
前
、
六
二
、七
〇
頁
。

（
50
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
廣
川
、
前
掲
訳
書
、
特
に
二
八
、三
四
、五
一
、五
二
頁
。

（
51
）
山
川
、
前
掲
書
、
三
三
四
頁
。

（
52
）
同
前
、
三
三
八
頁
。

（
53
）
同
前
、
三
三
八
頁
。

（
54
）
同
前
、
三
五
六
頁
。

（
55
）
Ｐ
・
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
―
自
己
と
他
者
の
肖
像
』（
橋
場
弦
訳
）、
白
水
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
五
頁
。

（
56
）
同
前
、
一
八
五
頁
。

（
57
）
森
谷
『
新
訳
』、
六
四
頁
（
註
）。

（
58
）
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
、
前
掲
書
、
一
八
九
頁
。

（
59
）
森
谷
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
征
服
と
神
話
』、
九
四
―
九
九
頁
。

（
60
）
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
、
前
掲
書
、
二
九
五
頁
。

（
61
）
同
前
、
九
六
頁
。
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（
62
）
同
前
、
七
八
頁
。

（
63
）
森
谷
『
新
訳
』、
六
九
頁
（
註
）。

（
64
）
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
、
前
掲
書
、
二
七
〇
―
一
頁
。

（
65
）
ブ
ラ
ッ
ク
、
前
掲
書
、
一
五
二
―
三
頁
。

（
66
）
同
前
、
一
五
五
、一
六
五
頁
。

（
67
）
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
、
前
掲
書
、
二
六
七
頁
。
Ｊ
・
Ｐ
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
『
ギ
リ
シ
ャ
思
想
の
起
原
』（
吉
田
敦
彦
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
年
、

五
二
頁
。

（
68
）
山
川
、
前
掲
書
、
七
〇
―
七
七
頁
。

（
69
）
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
、
前
掲
書
、
五
五
―
五
六
頁
。

（
70
）
同
前
、
五
九
頁
。

（
71
）
同
前
、
六
一
―
六
四
頁
。

（
72
）
森
谷
『
新
訳
』、
二
三
―
二
四
頁
、
二
九
―
三
〇
頁
（
註
）。

（
73
）
高
津
春
繁
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
辞
典
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
九
〇
―
九
一
頁
。

（
74
）
森
谷
『
新
訳
』、
二
四
頁
。

（
75
）
同
前
、
二
三
、三
三
頁
（
註
）。

（
76
）
高
津
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
。

（
77
）
同
前
、
一
五
一
頁
。

（
78
）
呉
茂
一
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』、
新
潮
社
、
一
九
六
九
年
、
一
六
八
―
九
頁
。

（
79
）
同
前
、
一
七
二
―
六
頁
。

（
80
）
森
谷
『
新
訳
』、
一
一
四
頁
。

（
81
）
高
津
、
前
掲
書
、
一
六
五
頁
。

（
82
）
森
谷
『
新
訳
』、
三
六
頁
。
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（
83
）
高
津
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

（
84
）
同
前
、
三
九
頁
。

（
85
）
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
中
、
一
一
七
頁
。

（
86
）
森
谷
『
新
訳
』、
一
一
七
、一
二
二
頁
（
註
）。
ス
ト
ラ
ボ
ン
、
前
掲
書
Ⅰ
、
七
七
一
頁
。

（
87
）
高
津
、
前
掲
書
、
一
七
三
頁
。

（
88
）
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
上
、
四
〇
、三
九
三
頁
（
注
）。

（
89
）
同
前
、
下
、
三
二
六
頁
（
注
）。

（
90
）
同
前
、
下
、
七
二
―
七
三
頁
。

（
91
）
高
津
、
前
掲
書
、
一
四
一
頁
。

（
92
）
同
前
、
八
九
、二
五
九
頁
。

（
93
）
マ
ル
ー
、
前
掲
書
、
一
五
―
二
〇
頁
。

（
94
）
ホ
メ
ロ
ス
『
イ
リ
ア
ス
』
下
（
松
平
千
秋
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
三
三
五
―
三
六
三
頁
。
森
谷
『
新
訳
』、
五
二
頁
（
註
）
参
照
。

（
95
）『
イ
リ
ア
ス
』
下
、
一
二
三
頁
。

（
96
）
森
谷
『
新
訳
』、
五
五
頁
。

（
97
）
中
村
、
前
掲
書
、
五
五
七
、五
五
九
頁
。

（
98
）R

.C
.M

ajum
dar: The C

lassical A
ccounts of India, C

alcutta 1951, p.470-1

の
断
片
一
覧
表
参
照
。
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一
、
は
じ
め
に

宇
宙
を
構
成
す
る
要
素
は
、
多
く
の
文
化
に
見
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
の
「
五
大
」
と
中
国
の
「
五
行
」
が
構
成
要
素
と
思
わ
れ
る
。

五
大
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
：panca m

ahåbhutåni

）
と
は
、
宇
宙
を
構
成
し
て
い
る
と
す
る
地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
五
つ
の
要
素

の
こ
と
で
あ
る
。
地
は
「
大
地
・
地
球
を
意
味
し
、
固
い
物
、
動
き
や
変
化
に
対
し
て
抵
抗
す
る
性
質
」
を
指
す
。
水
は
「
流
体
、

無
定
形
の
物
、
流
動
的
な
性
質
、
変
化
に
対
し
て
適
応
す
る
性
質
」
を
指
す
。
火
は
「
力
強
さ
、
情
熱
、
何
か
を
す
る
た
め
の
動

機
づ
け
、
欲
求
な
ど
」
を
表
す
。
風
は
「
成
長
、
拡
大
、
自
由
」
を
表
す
。
空
は
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語 åkåßa

の
訳
で
虚
空
と

も
訳
さ
れ
る
」
と
い
う
。
密
教
で
は
五
大
を
五
輪
と
呼
び
、
こ
の
思
想
に
基
づ
き
五
輪
塔
を
造
立
す
る
と
言
わ
れ
る
。

一
方
、
五
行
と
い
う
語
が
経
典
に
現
れ
た
の
は
、『
書
経
』
の
甘
誓
、
洪
範
の
章
で
あ
っ
た
。
甘
誓
の
「
五
行
」
は
五
つ
の
星

の
運
行
を
示
す
も
の
と
す
る
説
も
あ
り
、
五
元
素
を
指
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
洪
範
で
は
火
・
水
・
木
・
金
・
土
で
あ
る

と
明
言
さ
れ
、「
五
行
」
を
五
元
素
と
し
て
見
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
現
在
の
意
味
と
し
て
の
「
五
行
」
は
洪
範
が
最
古
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
洪
範
で
は
「
五
行
」
と
五
味
を
関
連
づ
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
戦
国
時
代
に
は
、
陰
陽
家
の
鄒
衍
や
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雑
家
の
『
呂
氏
春
秋
』
な
ど
に
よ
り
、
五
行
説
に
も
と
づ
く
王
朝
交
替
説
（
五
徳
終
始
説
）
が
形
成
さ
れ
た
。
漢
代
に
は
、
王
朝
交

替
説
が
緯
書
な
ど
に
継
承
さ
れ
る
と
同
時
に
、
陰
陽
説
と
結
合
し
て
陰
陽
五
行
説
が
形
成
さ
れ
た
。「
五
」
は
四
方
に
中
央
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
明
確
に
示
し
た
も
の
と
し
て
『
河
図
』
と
『
洛
書
』
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
中
央
に
「
五
」
が

置
か
れ
た
構
造
で
は
あ
る
が
、『
洛
書
』
の
場
合
は
九
星
図
を
構
成
し
た
図
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
『
左
伝
』
に
五
教
・
五
節
（
音

楽
）・
五
味
・
五
色
・
五
声
が
、『
国
語
』
に
五
味
・
五
色
・
五
声
・
五
材
・
五
官
な
ど
の
言
葉
が
見
ら
れ
る

（
１
）。

イ
ン
ド
発
祥
の
仏
教
が
、
中
国
（
後
に
日
本
）
に
伝
え
ら
れ
、
両
者
と
も
数
が
同
じ
で
、
一
部
共
通
す
る
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
混

同
さ
れ
や
す
い
が
、
両
者
は
全
く
別
個
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
そ
れ
ら
は
融
合
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
藏
と

は
い
う
ま
で
も
無
く
、
肝
臓
・
心
臓
・
肺
臓
・
腎
臓
・
脾
臓
の
五
つ
の
人
体
内
に
あ
る
臓
器
で
あ
る
。
今
日
の
医
学
で
も
生
命
維

持
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
器
官
で
あ
り
、
こ
れ
に
六
腑
（
胆
・
大
腸
・
小
腸
・
胃
・
膀
胱
・
三
焦
）
を
加
え
て
生
命
活
動
に
最
も
大
切
な
臓

器
で
あ
る
。

従
前
の
研
究
で
は
、
中
国
医
学
書
に
よ
る
影
響
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
よ
る
配
釈
に
よ
ら
な
い
か
、
配
当
が
倒
錯
し
て
い
る

部
分
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
古
典
的
医
学
書
に
そ
の
基
準
を
求
め
れ
ば
、
正
し
く
内
臓
観
を
と
ら
え
る
た
め
、
唐
以
前

成
立
の
現
存
テ
キ
ス
ト
と
対
比
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
黄
帝
内
經
素
問

（
２
）』（

以
下
『
素
問
』
と
略
）
と
、
隋
の
楊
上
善
『
黄
帝

内
經
太
素

（
３
）』（

以
下
『
太
素
』
と
略
）
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
内
臓
認
識
に
基
づ
き
、
伝
統
的
中
国
医
学
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
な

瞑
想
や
行
為
に
五
臓
を
め
ぐ
る
概
念
は
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。
道
教
の
瞑
想
法
や
修
行
法
に
も
、
単
な
る
内
臓
を
超
え
た
重
要
な

臓
器
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
医
学
は
経
験
医
学
を
踏
ま
え
な
が
ら
、全
て
の
事
象
を
統
括
す
る
五
行
思
想
に
則
っ

て
臓
器
を
重
要
視
し
て
い
た
。

中
国
で
出
来
た
密
教
身
体
観
は
、
日
本
に
も
影
響
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
五
臓
を
五
字
（
阿
・
鑁
・
藍
・
吟
・
欠
）
を
も
っ
て
加
持

す
れ
ば
、五
臓
を
五
大
・
五
仏
・
五
智
と
観
じ
即
身
の
ま
ま
成
仏
す
る
と
い
う
「
五
臓
三
摩
地
観
」
が
あ
り
、弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
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～
八
三
五
年
）
は
清
涼
殿
宗
論
の
時
、
こ
の
三
摩
地
に
住
し
て
大
日
如
来
の
身
を
現
じ
た
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
新
義
真
言
宗
の
祖

と
仰
が
れ
る
興
教
大
師
覚
鑁
（
一
〇
九
五
～
一
一
四
三
年
）
は
『
五
輪
九
字
明
祕
密
釋
』（
以
下
『
五
輪
九
字
祕
釋
』
と
略
）
で
五
臓
説
を
使
っ

て
教
義
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

二
、 
五
戒
と
五
臓

天
台
教
学
を
構
築
し
、
止
観
行
に
つ
い
て
『
摩
訶
止
観
』
を
著
し
た
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
七
年
）
は
、
疾
病
と
治
療
に
つ
い
て

関
心
を
よ
せ
て
い
た
。
そ
の
知
識
は
仏
典
の
み
な
ら
ず
伝
統
的
医
学
や
道
教
の
身
体
観
に
裏
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
五
戒
と

五
臓
、
五
根
と
の
対
応
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、『
提
謂
波
利
經
』（
以
下
『
提
謂
經
』
と
略
）
を
論
拠
と
し
て
い
る

（
４
）。『

提
謂
經
』
は
北

魏
の
廃
仏
の
後
、
五
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
曇
靖
の
撰
述
と
さ
れ
る
中
国
撰
述
経
典
（
疑
偽
経
典
）
で
あ
る
。

こ
の
経
典
は
今
日
散
佚
し
て
る
が
、
他
の
諸
書
に
引
用
さ
れ
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
出
来
る

（
５
）。『

法
界
次
第
初
門
』
に
引
か

れ
る
逸
文
に
は
、「
五
戒
者
天
下
大
禁
忌
、
若
犯
五
戒
、
在
天
則
違
五
星
、
在
地
則
違
五
嶽
、
在
方
則
違
五
帝
、
在
身
則
違
五
藏
」（
大

正
蔵
、巻
四
六
、六
七
〇
ｃ
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、仏
教
者
の
基
本
的
戒
律
で
あ
る
五
戒
を
犯
す
な
ら
ば
、一
切
の
物
事
に
齟
齬
が
生
じ
、

人
体
内
の
五
臓
に
も
よ
く
な
い
と
説
く
。

こ
の
よ
う
な
教
義
は
、『
仁
王
護
國
般
若
經
疏
』
巻
二
に
引
か
れ
る
佚
文
に
、

五
者
天
下
之
大
數
、在
天
爲
五
星
、在
地
爲
五
嶽
。在
人
爲
五
臟
。在
陰
陽
爲
五
行
。在
王
爲
五
帝
、在
世
爲
五
徳
、在
色
爲
五
色
、

在
法
爲
五
戒
。
以
不
殺
配
東
方
、
東
方
是
木
、
木
主
於
仁
、
仁
以
養
生
爲
義
。
不
盜
配
北
方
、
北
方
是
水
、
水
主
於
智
、
智

者
不
盜
爲
義
。
不
邪
淫
配
西
方
、
西
方
是
金
、
金
主
於
義
、
有
義
者
、
不
邪
淫
。
不
飮
酒
配
南
方
、
南
方
是
火
、
火
主
於
禮
、

禮
防
於
失
也
。
以
不
妄
語
配
中
央
、
中
央
是
土
、
土
主
於
信
、
妄
語
之
人
乖
角
兩
頭
不
契
中
正
、
中
正
以
不
偏
乖
爲
義
也
。
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（
大
正
蔵
、
巻
三
三
、二
六
〇
ｃ
～
二
六
一
ａ
）

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
本
来
、
五
行
思
想
と
関
係
の
無
い
五
戒
を
聖
数
「
五
」
を
媒
介
と
し
て
す
り
合
わ
せ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

別
に
、
顔
之
推
の
『
顔
氏
家
訓
』「
歸
心
篇
」
に
「
内
典
初
門
設
五
種
之
禁
、
與
下
書
五
常
符
同
。
仁
者
不
殺
之
禁
也
。
義
者

不
盜
之
禁
也
。
禮
者
不
邪
之
禁
也
。
智
者
不
酒
之
禁
也
。
信
者
不
妄
之
禁
也
」（
大
正
蔵
、巻
五
二
、一
〇
七
ｂ
）
と
、儒
教
の
五
常
（
仁
・

義
・
礼
・
智
・
信
）
と
、
仏
教
の
五
戒
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
見
ら
れ
る
が
、
五
臓
や
他
の
五
行
か
ら
派
生
す
る
概
念
の
配
当
は
な
い
。

し
か
し
、
法
琳
の
『
辯
正
論
』
巻
一
に
引
か
れ
る
『
提
謂
経
』
の
佚
文
に
は
「
不
殺
曰
仁
、
仁
主
肝
木
之
位
…
…
不
邪
曰
義
、

義
主
肺
金
之
位
…
…
不
飮
酒
曰
禮
、禮
主
心
火
之
位
…
…
不
盜
曰
智
、智
主
腎
水
之
位
…
…
不
妄
曰
信
、信
主
脾
土
之
位
」（
大
正
蔵
、

巻
五
二
、四
九
四
ｃ
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
五
戒
と
五
臓
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。
上
述
の
記
述
か
ら
考
え
れ
ば
、
五
戒
の
あ

る
戒
を
犯
せ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
五
臓
の
臓
器
が
疾
病
す
る
と
し
て
い
る
。

天
台
教
学
を
大
成
し
た
智
顗
の
『
摩
訶
止
観
』
巻
八
に
は
、

六
業
病
者
、
或
專
是
先
世
業
、
或
今
世
破
戒
動
先
世
業
、
業
力
成
病
、
還
約
五
根
知
有
所
犯
。
若
殺
罪
之
業
、
是
肝
眼
病
。

飮
酒
罪
業
是
心
口
病
。
淫
罪
業
是
腎
耳
病
。
妄
語
罪
業
是
脾
舌
病
。
若
盜
罪
業
是
肺
鼻
病
。
毀
五
戒
業
則
有
五
藏
五
根
病
起
、

業
謝
乃
差
。 

（
大
正
蔵
、
巻
四
六
、一
〇
七
ｃ
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
病
む
部
位
が
中
国
伝
統
医
学
と
同
じ
場
所
あ
る
点
だ
と
考
え
る
。

『
素
問
』
巻
六
「
藏
腑
気
液
」
に
は
、各
臓
器
が
司
り
、臓
器
の
気
が
そ
こ
を
出
入
口
と
し
て
外
界
と
接
触
す
る
器
官
を
「
肺
＝
鼻
・

心
＝
舌
・
肝
＝
目
・
脾
＝
口
・
腎
＝
耳
」
と
し
て
お
り
、「
精
神
の
戸
牖
な
り
」
と
あ
る
。
智
顗
に
よ
る
五
臓
と
諸
器
官
と
の
関
係
は
、

中
国
伝
統
医
学
に
基
づ
く
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
智
顗
は
『
釋
禪
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
巻
八
で
、
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業
力
因
緣
變
此
一
身
内
先
爲
者
五
臟
安
置
五
識
。
爾
時
卽
知
不
殺
戒
力
變
此
身
内
、
次
爲
肝
臟
則
魂
依
之
。
不
盜
戒
力
變
此

身
内
以
爲
腎
臟
則
志
依
之
。
不
淫
戒
力
變
此
身
内
爲
肺
臟
則
魄
依
之
。
不
妄
語
戒
力
變
此
身
内
以
爲
牌
臟
則
意
依
之
。
不
飮

酒
戒
力
卽
變
身
内
以
爲
心
臟
則
神
依
之
。
此
魂
志
魄
意
神
五
神
卽
是
五
識
之
異
名
也
。 

（
大
正
蔵
、
巻
四
六
、五
三
二
ａ
）

と
記
述
し
、
五
戒
の
業
力
が
身
体
内
で
五
臓
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
臓
器
に
五
神
（
識
）
が
存
在
す
る
と
い
う
。

ま
た
『
摩
訶
止
観
』
巻
八
上
に
は
、
五
行
の
循
環
と
臓
器
の
関
係
が
、

天
地
二
氣
交
合
各
有
五
行
、金
木
水
火
土
如
循
環
。
故
金
化
而
水
生
、水
流
而
木
榮
、木
動
而
火
明
、火
炎
而
土
貞
、此
則
相
生
。

火
得
水
而
滅
光
、
水
遇
土
而
不
行
、
土
値
木
而
腫
瘡
、
木
遭
金
而
折
傷
、
此
則
相
剋
也
。
如
金
剋
木
肺
強
而
肝
弱
。
當
止
心

於
肺
攝
取
白
氣
肝
病
則
差
。
餘
四
藏
可
解
。 

（
大
正
蔵
、
巻
四
六
、一
〇
八
ｂ
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
五
行
相
生
と
は
「
木
→
火
→
土
→
金
→
水
」
の
順
番
で
次
の
行
を
生
じ
さ
せ
、
五
行
相
剋
は
「
水
は
火
に
勝
ち
、

火
は
金
に
勝
ち
、
金
は
木
に
勝
ち
、
木
は
土
に
勝
ち
、
土
は
水
に
勝
つ
」
と
い
う
順
番
で
循
環
す
る
こ
と
を
指
す
。

五
臓
の
中
に
あ
る
神（
識
）に
つ
い
て
は
、『
提
謂
經
』の
敦
煌
出
土
の
佚
文（
ペ
リ
オ
三
七
三
二
、ス
タ
イ
ン
二
〇
五
一
、北
京
霜
字
一
五
）に
、

五
戒
神
在
外
、
分
爲
使
者
。
漢
言
八
卦
、
内
治
五
藏
生
長
七
體
。
煞
戒
屬
東
方
、
使
者
名
震
木
神
、
於
人
爲
肝
、
陽
氣
催

動
萬
物
、
支
干
故
謂
之
肝
也
。
酒
戒
屬
南
方
、
使
者
名
離
火
神
、
於
人
爲
心
、
心
者
仁
也
、
成
養
萬
物
、
懷
任
重
故
謂
之
心
。

淫
戒
屬
西
方
、
使
者
名
兌
金
神
、
於
人
爲
肺
、
肺
者
五
藏
之
盖
、
覆
盖
萬
物
故
謂
之
肺
。
盗
戒
屬
北
方
、
使マ

マ

使
者
名
坎
水

神
於
人
腎
、
腎
者
萬
佛
、
終
成
藏
去
萬
物
、
故
謂
之
腎
。
舌
戒
屬
中
央
、
使
者
名
以
土
神
人
爲
脾
。
脾
者
分
氣
、
授
與
四
藏
、

故
謂
之
脾
。
藏
者
六
神
之
官
、
腎
藏
志
與
智
、
心
藏
神
居
中
官
、
肝
藏
魂
、
肺
藏
魄
、
脾
藏
意
。（
牧
田
一
九
七
六
、一
八
六
頁

上
～
下
、
句
点
は
論
者
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
神
は
体
内
に
あ
る
と
き
の
「
五
戒
の
神
」
で
あ
り
、そ
れ
を
失
っ
た
と
き
は
、「
失
魂
者
顚
、失
魄
者
狂
、

失
志
者
忘
、
失
意
者
或
失
神
者
死
」（
牧
田
一
九
七
六
、一
八
八
頁
下
）
と
い
う
よ
う
に
、
精
神
的
障
害
を
惹
起
し
、
つ
い
に
死
に
至
る
。
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五
戒
を
倫
理
的
に
と
ら
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
身
体
の
健
康
を
保
つ
方
法
と
解
釈
し
て
い
る
。
五
臓
と
、
そ
の
中
に
居
る
と
想

定
さ
れ
る
神
に
関
係
す
る
身
体
観
は
、
中
国
仏
教
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
。
そ
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
内
臓

認
識
で
あ
っ
た
考
え
る
。

三
、『
三
種
悉
地
軌
』
と
五
臓

善
無
畏
三
蔵
（
六
三
七
～
七
三
五
年
）
の
訳
と
伝
え
ら
れ
る
儀
軌
に
『
三
種
悉
地
破
地
獄
轉
業
障
出
三
界
祕
密
陀
羅
尼
法
』（
大
正

蔵
№
九
〇
五
、『
三
種
悉
地
軌
』
と
略
）
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
関
係
す
る
内
容
を
持
つ
『
佛
頂
尊
勝
心
破
地
獄
轉
業
障
出
三
界
三

身
祕
密
三
身
佛
果
三
種
悉
地
眞
言
儀
軌
』（
大
正
蔵
№
九
〇
六
、『
破
地
獄
儀
軌
』
と
略
称
）
と
、『
佛
頂
尊
勝
心
破
地
獄
轉
業
障
出
三
界

祕
密
陀
羅
尼
』（
大
正
蔵
№
九
〇
七
、『
破
地
獄
陀
羅
尼
軌
』
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
儀
軌
に
共
通
す
る
中
心
的
な
事
は
、
次
の
四

点
で
あ
る

（
６
）。

①
三
種
悉
地
の
真
言
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
る
除
災
と
地
獄
催
破
の
功
徳
を
説
く
。

②
阿
鑁
藍
唅
欠
の
五
字
を
五
仏
・
五
藏
・
五
輪
・
五
大
に
配
当
す
る
。

③
五
字
真
言
は
両
部
大
経
の
要
妙
で
あ
る
。

④
上
中
下
の
三
種
悉
地
の
真
言
を
仏
の
三
身
に
配
当
し
、
人
間
の
身
体
の
三
箇
所
に
観
じ
る
。

こ
れ
を
表
に
す
れ
ば
、〈
表
一
〉
の
よ
う
に
な
る
。

特
に
、『
三
種
悉
地
軌
』（
大
正
蔵
、
巻
一
八
、九
〇
九
ｂ
～
九
一
一
ｂ
）
で
は
、「
阿
鑁
藍
唅
欠
」
の
五
字
を
五
臓
だ
け
で
は
な
く
五
行
・

五
色
・
五
味
・
五
季
・
五
根
・
五
神
を
〈
表
二
〉
の
よ
う
に
配
当
す
る

（
７
）。
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〈
表
一
〉三

種
悉
地

別
名

真
言

仏
身

身
体
部
位

下
品
悉
地

出
悉
地

阿
羅
波
左
那

化
身

腰
よ
り
足

中
品
悉
地

入
悉
地

阿
尾
羅
吽
欠

報
身

臍
よ
り
心

上
品
悉
地

蘇
悉
地
・
祕
密
悉
地

阿
鑁
藍
唅
欠

法
身

心
よ
り
頂

〈
表
二
〉五

字

阿

鑁

藍

唅

欠

五　

部

金　

剛

蓮　

華
　

宝

羯　

磨

虚　

空

五　

仏

阿　

閦

阿
弥
陀

宝　

生

不
空
成
就
仏

大　

日

五　

蘊

色

受

想

行

識

五　

輪

地

水

火

風

空

五　

方

東

西

南

北

中

五　

行

木

金

火

水

土

五　

臓

肝

肺

心

腎

脾

五　

色

青

白

赤

黒

黄

五　

味

酸

辛

苦

鹹

甘

五　

季

春

秋

夏

冬

土　

用

五　

根

眼

鼻

耳

耳

口

五　

神

魂

魄

神

志

意
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同
書
は
さ
ら
に
具
体
的
な
身
体
を
正
常
に
す
る
方
法
を
記
述
す
る
。
前
述
の
『
摩
訶
止
観
』
巻
八
上
と
同
じ
く
、
五
行
の
循
環

に
よ
る
身
体
調
整
法
で
あ
る
。

『
三
種
悉
地
軌
』
で
は
、

又
酸
味
多
入
肝
增
肝
損
脾
。
若
脾
中
無
魂
多
惛
惛
肺
害
肝
成
病
。
若
如
金
剋
木
、
肺
強
肝
弱
。
當
止
心
於
肺
。
以
靑
氣
攝
取

白
氣
肝
病
則
差
。 

（
大
正
蔵
、
巻
一
八
、九
〇
九
ｃ
）

と
あ
り
、
他
の
臓
器
に
つ
い
て
も
同
様
な
記
述
が
あ
る
。

病
気
の
原
因
の
第
一
に
は
、
五
味
と
五
臓
と
の
不
適
合
で
あ
る
と
す
る
。「
増
」（
適
）
と
「
損
」（
不
適
）
の
関
係
は
〈
表
三
〉

の
よ
う
に
な
る
。

〈
表
三
〉五

味

酸

辛

苦

鹹

甘

増

肝

肺

心

腎

脾

損

脾

肝

肺

心

腎

こ
の
よ
う
な
配
当
は
、『
太
素
』
巻
二
「
調
食
」
に
、「
五
禁
、
肝
病
禁
辛
、
心
病
禁
鹹
、
脾
病
禁
酸
、
腎
病
禁
甘
、
肺
病
禁
苦
。

〈
注:

五
味
所
剋
之
藏
有
病
、
宜
禁
其
能
剋
之
味（

８
）〉」

と
あ
る
。
調
食
、
つ
ま
り
食
餌
に
よ
る
病
原
観
と
治
病
で
あ
る
。

病
気
の
原
因
は
、
臓
器
内
に
蔵
さ
れ
る
五
神
の
去
失
に
よ
る
。
あ
る
べ
き
神
が
臓
内
か
ら
去
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
症
状
を

示
す
。
神
を
体
内
に
止
め
て
お
け
ば
、
病
気
は
治
る
。
相
剋
関
係
に
あ
る
臓
器
が
強
い
場
合
は
、「
気
」
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
。
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そ
の
臓
器
自
身
の
「
気
」
に
よ
っ
て
、
相
剋
す
る
「
気
」
を
摂
取
す
れ
ば
病
気
は
治
る
。

五
戒
と
の
関
係
に
し
ろ
、『
三
種
悉
地
軌
』
の
記
述
に
し
ろ
、
五
臓
身
体
観
は
中
国
的
な
発
想
で
あ
る
。
密
教
が
す
で
に
熟
成

さ
れ
た
思
想
を
持
つ
中
国
に
移
入
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
身
体
観
を
受
け
皿
と
し
な
が
ら
潤
色
し
た
り
、
変
容
さ
せ
た
り
し

た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

四
、『
五
輪
九
字
祕
釋
』
と
五
行

『
五
輪
九
字
祕
釋
』（
大
正
蔵
№
二
五
一
四
）
は
、
覚
鑁
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
。
そ
の
成
立
時
代
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
巻

末
の
跋
文
に
よ
り
師
僧
の
寶
正
坊
・
教
尋
の
入
寂
（
一
一
四
一
年
）
以
降
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
大
正
蔵
、
巻
七
九
、二
二
ｃ
）。
覚
鑁
は

康
治
二
年
（
一
一
四
三
年
）
十
二
月
に
入
滅
し
て
い
る
か
ら
、
最
晩
年
の
二
年
間
に
撰
述
さ
れ
た

（
９
）。

覚
鑁
の
浄
土
教
に
関
係
す
る
著
述
は
、『
阿
彌
陀
祕
釋
』
一
巻
（
大
正
蔵
№
二
五
二
二
）、『
一
期
大
要
祕
密
集
』
一
巻

A
C
B

、『
孝
養
集
』

三
巻

A
D
B

が
あ
る
。
し
か
し
、
密
教
的
な
浄
土
教
の
摂
取
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、『
五
輪
九
字
祕
釋
』
が
最
も
重
要
な
文
献
で
あ
る
。

『
五
輪
九
字
祕
釋
』
の
思
想
的
特
徴
は
二
点
あ
る
。
第
一
は
「
大
日
如
來
卽
阿
彌
陀
如
來
」
の
浄
土
教
の
密
教
的
解
釈
で
あ
り
、

第
二
は
成
仏
観
を
自
身
の
体
験
の
事
実
記
と
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、大
日
如
来
の
三
昧
耶
曼
荼
羅
で
あ
る
「
五

輪
五
大
」（
地
・
水
・
火
・
風
・
空
と
方
・
円
・
三
角
・
半
月
・
宝
珠
）
と
、
阿
弥
陀
の
「
九
字
真
言
」（V

@
x
√

¬
ö
P
X
`

）
が
同
一
で

あ
る
と
記
述
す
る
。
従
来
も
『
五
輪
九
字
祕
釋
』
と
中
国
思
想
と
の
関
わ
り
は
研
究
さ
れ
て
き
た

A
E
B

。

五
行
思
想
に
関
係
す
る
の
は
、十
部
門
の
第
二
に
お
か
れ
る「
正
入
祕
密
眞
言
門

A
F
B

」で
あ
る
。
こ
こ
で
は「
善
無
畏
傳
」「
不
空
傳
」

と
「
金
胎
不
二
傳
」
の
三
種
類
の
配
釈
が
述
べ
ら
れ
る
。

「
正
入
祕
密
眞
言
門
」
で
は
、
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五
大
卽
五
智
、
心
者
不
離
色
、
五
智
卽
五
輪
、
色
卽
是
空
、
萬
法
卽
五
智
、
空
卽
是
色
、
五
智
卽
萬
法
、
色
心
不
二
故
、
五

大
卽
五
藏
、
五
藏
卽
五
智 

（
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
三
ｂ
）

と
あ
る
。
五
大
（
宇
宙
構
成
要
素
）、五
智
（
大
日
如
來
の
智
恵
）、五
大
（
象
徴
形
）
と
五
藏
（
肉
体
的
部
位
）
の
相
関
関
係
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、「
善
無
畏
三
蔵
傳
」
で
は
〈
表
四
〉
の
よ
う
に
配
当
す
る
（
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
三
ｂ
～
ｃ
）。

〈
表
四
〉五

字

五
大

五
輪

五
臓
と
部
位

八
識

五
智

五
仏
五
轉

五
転

五
方

五
行

四
季

五
色

@

地

方
形

肝
・
目

阿
頼
耶
識

大
円
鏡
智

宝
幢
・
阿
閦
・

薬
師

発
菩
提
心

東

木

春

青

k

水

円
形

肺
・
鼻

意
識

妙
観
察
智
・

転
法
輪
智

無
量
寿

証
菩
提
心

西

火

秋

白

X

火

三
角

心
・
舌

末
那
識

平
等
性
智

華
開
敷
・
宝
生
・

多
宝

行
菩
提
心

南

土

夏

赤

P

風

半
月

腎
・
耳

五
識

成
所
作
智

不
空
成
就
・
釈

迦
・
天
鼓
音

入
涅
槃

北

金

冬

黑

a

空

宝
珠

脾
・
口

奄
摩
羅
識

法
界
体
性
智
毘
盧
遮
那

具
足
方
便

中
央

水

土
用

黄

五
臓
以
下
、
そ
れ
を
主
る
身
体
部
位
・
方
位
・
五
行
・
四
季
・
五
色
は
、
五
行
思
想
に
基
づ
く
配
当
で
あ
る
。

密
教
で
は
、
五
大
を
方
位
に
配
当
す
る
と
き
、〈
表
五
〉
の
よ
う
な
三
種
が
あ
る

A
G
B

。

〈
表
五
〉
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金
剛
界

南

中

西

北

東

胎
蔵
界

南

中

東

北

西

金
胎
不
二

東

中

南

北

西

こ
れ
ら
は
「
善
無
畏
傳
」
の
配
当
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
の
配
当
は
、『
三
種
悉
地
軌
』
に
基
づ
く
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
不
空
傳
」
の
配
当
は
〈
表
六
〉
の
よ
う
に
な
る
。

〈
表
六
〉

五
字

五
行

五
大

五
星

五
方

五
色

神
名

@

土

地

鎭
星

中
央

黄

土
公
・
堅
牢
地
神

\
      

水

水

辰
星

北

黑

水
天
・
龍
神
・
江
河
水
神

X

火

火

熒
惑
星

南

赤

火
天
・
火
神

`

金

風

太
白
星

西

白

金
神
・
風
天

b
      

木

空

歳
星

東

青

木
神
・
虚
空
天
・
空
神

上
記
の
配
当
は
何
に
基
づ
い
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
。
星
に
つ
い
て
は
『
素
問
』
の
注
に
も
記
述
が
あ
る

A
H
B

。
五
大
と
五
星
は
五

行
思
想
に
基
づ
き
、
中
国
医
学
の
身
体
観
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
神
の
配
当
は
土
公
（
土
行
）・
水
天
（
水
行
）・

火
天
（
火
行
）・
金
神
（
金
行
）・
木
神
（
木
行
）
と
い
う
五
行
配
当
と
結
び
つ
く
。
ま
た
、
堅
牢
地
神
（
地
大
）・
龍
神
、
江
河
水
神
（
水
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大
）・
火
神
（
火
大
）・
風
天
（
風
大
）・
虚
空
天
、
空
神
（
空
大
）
と
い
う
五
大
配
当
と
結
び
つ
く

A
I
B

。

『
素
問
』
で
は
、五
臓
を
方
位
・
色
・
味
・
星
と
関
連
づ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
善
無
畏
傳
」
や
、「
五
字
五
藏
曼
荼
羅
観
」

の
内
蔵
認
識
と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
素
問
』
巻
一
「
金
匱
眞
言
論
」
で
は
、

有
東
方
青
色
、
入
通
於
肝
、
開
竅
於
目
、
藏
精
於
肝
、
其
病
發
驚
駭
、
其
味
酸
、
其
類
草
木
、
其
畜
雞
、
其
穀
麥
、
其
應
四

時
上
歳
星
、
是
以
春
氣
在
頭
也
、
其
音
角
、
其
數
八
、
是
以
知
病
之
在
筋
也
、
其
臭
臊
。 

（
二
二
紙
ａ
～
ｂ
）

と
あ
り
、
他
も
同
様
な
配
当
を
し
て
る
の
で
、〈
表
七
〉
に
示
す
。

〈
表
七
〉五

方

五
色

五
臓

部
位

病

五
味

五
行

五
畜

五
穀

五
星

五
音

数

知
病

五
臭

東

青

肝

目

驚
駭

酸

木

雞

麥

歳
星

角

八

筋

臊

南

赤

心

耳

五
蔵

苦

火

羊

黍

熒
惑
星

微

七

脉

焦

中
央

黄

脾

口

舌
本

甘

土

牛

稷

鎭
星

宮

五

肉

香

西
方

白

肺

鼻

背

辛

金

馬

稲

太
白
星

商

九

被
毛

腥

北
方

黒

腎

二
陰

谿

鹹

水

彘

豆

辰
星

羽

六

骨

腐

五
行
と
五
星
と
の
関
連
は
、不
空
訳
と
さ
れ
る
『
文
殊
師
利
菩
薩
及
諸
仙
所
説
吉
凶
時
日
善
惡
宿
曜
經
』（
大
正
蔵
№
一
二
九
九
、『
宿

曜
經
』
と
略
）
巻
下

A
J
B

に
は
、
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五大と五行（田中文）

火
曜
熒
惑
、胡
名
雲
漢
、波
斯
名
勢
森
勿
、天
竺
名
糞
盎
聲
哦
囉
迦
盎
。
水
曜
辰
星
、胡
名
咥
、波
斯
名
掣
森
勿
、天
竺
名
部
陀
。

木
曜
歳
星
、
胡
名
鶻
勿
、
波
斯
名
本
森
勿
、
天
竺
名
勿
哩
訶
娑
跛
底
。
金
曜
太
白
、
胡
名
那
歇
、
波
斯
名
數
森
勿
、
天
竺
名

戌
羯
羅
。
土
曜
鎭
星
、
胡
名
枳
院
、
波
斯
名
翕
森
勿
、
天
竺
名
賖
乃
以
室
折
囉 

（
大
正
蔵
、
巻
二
一
、三
九
八
ｂ
）

と
あ
る
。
九
曜
の
う
ち
の
木
火
土
金
水
の
五
曜
に
相
当
す
る
中
国
の
五
星
に
当
て
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、「
金
胎
不
二
傳
」
で
は
左
図
の
よ
う
な
配
当
が
示
さ
れ
る

A
K
B

。

こ
の
種
子
の
展
開
に
よ
る
配
当
は
『
三
種
悉
地
軌
』
に
も
見
ら
れ
、
方
位
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る

A
L
B

。
こ
の
配
当
も
観
法
を

行
う
修
行
者
自
身
の
肉
体
上
に
、
五
大
各
具
五
智
の
曼
荼
羅
を
観
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

A
M
B

。

身
体
は
五
輪
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
五
臓
は
人
間
の
生
存
に
欠
か
せ
な
い
主
要
臓
器
で
、
そ
れ
が
五
大
と
な
り

図 1
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五
智
を
具
え
五
仏
と
な
り
、
身
体
自
身
が
五
輪
五
智
の
曼
荼
羅
の
実
態
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
五
大
と
合
一
し
た
宗
教
的
に
完
成

さ
れ
た
身
体
が
、
密
教
の
理
想
と
さ
れ
る
身
体
と
な
る
。

こ
の
配
当
の
末
尾
に
は
、

三
藏
云
、
余
依
金
剛
智
三
藏
傳
此
五
字
、
起
信
修
之
及
千
日
、
於
秋
夜
滿
月
忽
然
而
得
除
蓋
障
三
昧
云
云
、
因
茲
弟
子
、
得
聞

此
祕
訣
、
深
信
多
年
修
之
旣
得
初
位
三
昧
、
有
信
禪
徒
勿
生
疑
惑
。
若Z

虛
言
、
修
之
知
自
。
唯
願
勿
令
一
生
空
過
。

 

（
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
四
ａ
）

と
あ
る
。
金
剛
智
三
藏
よ
り
不
空
三
藏
へ
こ
の
五
字
が
伝
授
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
覚
鑁
も
五
字
曼
荼
羅
の
秘
釋
を
聞
く
こ
と
が
で

き
、
観
行
修
行
し
て
初
位
の
三
昧
を
得
た
と
宣
言
し
、
後
進
に
も
曼
荼
羅
観
を
修
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五
、 

五
字
曼
荼
羅
觀
と
五
行

胎
藏
界
五
字
曼
荼
羅
觀
は
「@

・Z

・]
・S
・b

」
の
五
字
真
言
を
以
っ
て
、
五
臓
と
配
当
し
修
行
者
の
身
体
内
に
五
輪
曼
荼

羅
を
示
し
て
い
る
。
胎
蔵
界
五
字
真
言
と
五
臓
と
の
配
当
は
、
ほ
ぼ
『
三
種
悉
地
軌
』
か
ら
の
引
用
で
、
五
行
思
想
に
基
づ
き
五

臓
の
諸
性
質
に
つ
い
て
述
べ
る
。

養
生
思
想
に
関
わ
る
部
分
を
以
下
に
対
比
し
た
い
（
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
四
ａ
～
ｃ
、
比
較
の
た
め
以
下
に
書
き
下
し
文
を
示
す
。
臓
器

ご
と
に
〈 

〉
で
分
類
し
、『
五
輪
九
字
祕
釋
』
に
無
い
文
字
は
〔 

〕
で
補
い
、『
三
種
悉
地
軌
』
と
異
文
異
字
が
あ
る
場
合
は
―
で
示
し
【 

】
内
に
『
三

種
悉
地
軌
』
の
文
字
を
記
し
、
類
似
す
る
文
字
が
な
い
場
合
は
＝
で
示
す
）。 
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五大と五行（田中文）

〈
肝
臓
〉復

た
次
に〔
仏
言
く
〕、@

〔
阿
〕字
は
金
剛
部
、阿
閦
、肝
藏
眼
色
を
主
ど
る
。…
…
今
肝
は
魂
を
主
ど
る
。魂
神
の
氣
を
東
方【
及
】

の
木
の
精
と
な
す
。
空
青
な
り
。
其
の
青
色
木
よ
り
生
ず
。
木
水
よ
り
生
ず
。
肝
は
青
氣
及
び
腎
よ
り
生
ず
。
其
の
形
蓮
華

葉
の
【
蓮
花
葉
を
立
て
る
が
】
如
し
、
其
の
中
間
に
團
〔
閭
〕
珠
を
著
く
。
團
〔
閭
〕
肉
は
胸
の
左
に
在
り
。
肝
出
て
は
眼

と
な
り
筋
を
主
ど
る
。
筋
窮
っ
て
爪
と
な
る
な
り
。〔
又
酸
味
多
く
肝
に
入
れ
ば
、
肝
を
增
し
脾
を
損
す
。
若
し
脾

A
N
B

中
に
魂
な

け
れ
ば
多
く
惛
惛
し
、肺
は
肝
を
害
し
て
病
を
成
す
。
若
し
金
の
木
を
剋
す
る
が
如
く
、肺
強
く
肝
弱
け
れ
ば
、當
にR

〔
心
〕

を
肺
に
止
む
べ
し
。
靑
気
を
も
っ
て
白
氣
を
攝
取
す
れ
ば
、
肝
病
則
ち
差
ゆ
〕
覺
禪
師
の
云
く
、「
肝
華
は
八
葉
青
色
に
し
て

五
色
を
具
す
」
と
。

〈
肺
臓
〉

Z

〔
鑁
〕
字
は
蓮
華
【
花
】
部
、
阿
彌
陀
佛
、
肺
藏
鼻
識
を
主
ど
る
。
…
…
肺
藏
は
魄
を
主
ど
る
。
魄
神
の
形
軆
な
り
。
其
れ

鼻
體
の
如
し【
其
の
形
花
の
如
く
鼻
を
主
ど
る
】。
西
方
金
行
な
り
。
秋
を
主
ど
る
。
其
の
色
白
色
な
り
。
…
…
白
氣
及
び
肺【
肺

は
白
氣
及
び
脾
よ
り
生
ず
】。
辛
味
多
く
肺
に
入
り
て
、
肺
を
増
し
肝
を
損
す
。
若
し
肺
の
中
に
魄
神
な
け
れ
ば
恐
怖
癲
病
す
。

心
は
肺
を
害
し
て
病
を
成
す
。
若
し
火
の
金
を
剋
す
る
が
如
く
、
心
强
く
肺
弱
け
れ
ば
、
當
に
肺
を
心
に
止
ど
む
べ
し
。
白
氣

を
以
て
赤
氣
を
攝
取
す
れ
ば
、
肺
病
則
ち
差
ゆ
。
白
氣
と
は
肺
の
名
字
〔
肺
字
〕
な
り
。
肺
華
は
三
葉
白
色
に
し
て
、
半
月
の

形
な
り
。
第
三
の
推
の
左
右
の
一
寸
五
分
、
是
れ
所
在
な
り
。
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〈
心
臓
〉

]

〔
藍
〕
字
は
寳
部
、
寳
生
尊
、
心
藏
口
内
を
主
ど
る
。
…
…
心
火
は
夏
を
主
ど
る
。
其
の
色
赤
し
。
赤
色
よ
り
火
を
生
ず
。

火
は
木
よ
り
生
ず
。
…
…
又
心
は
赤
氣
及
び
肝
よ
り
生
ず
。
心
出
て
は
舌
と
な
り
血
を
主
ど
る
。
血
窮
ま
り
て
乳
と
な
る
。
又

耳
識
を
主
ど
る
。
鼻
喉
・
鼻
梁
・
額
頤
等
を
轉
ず
。
苦
味
多
く
心
に
入
れ
ば
、
心
を
増
し
肺
を
損
す
。
若
し
心
の
中
に
神
な
け

れ
ば
、
多
く
前
後
を
忘
失
す
。
腎
は
心
を
害
し
て
病
を
成
す
。
若
し
水
の
火
を
剋
す
る
が
如
く
、
腎
强
く
心
弱
け
れ
ば
、
當
に

心
を
腎
に
止
む
べ
し
。
赤
氣
を
以
て
黑
氣
を
攝
取
す
れ
ば
、
心
病
則
ち
差
ゆ
。
赤
氣
と
は
心
の
名
字
な
り
。
心
華
は
赤
氣
に
し

て
三
角
の
形
あ
り
。
第
五
の
推
の
正
し
く
左
右
一
寸
五
分
、
所
在
な
り
。

〈
腎
臓
〉

S

〔
唅
〕
字
は
羯
磨
部
、
不
空
成
就
佛
、
腎
胃
を
主
ど
る
。
…
…
風
は
則
ち
想
陰
の
心
。
五
藏
六
府
の
海
水
を
持
す
。
肺
風
鼓

動
し
て
生
死
の
海
と
な
る
。
五
藏
と
は
肝
肺
心
脾
腎
な
り
。
胃
と
六
府
【
腑
】
も
一
名
な
り
。
胃
は
此
れ
肚
、〔
殻
は
〕
是
れ

脾
の
府
〔
腑
〕
な
り
。
五
藏
【
臟
】
六
府
の
海
な
り
。
水
〔
殻
〕
皆
胃
の
府
に
入
り
、
五
藏
六
府
流
れ
て
皆
胃
に
禀
く
。
五
味

各
お
の
走
流
し
て
、
其
の
嘉
〔
淡
〕
味
胃
に
入
る
が
故
に
、
腎
は
胃
に
禀
け
る
。
第
十
二
の
推
の
下
兩
方
各
お
の
一
寸
半
あ
り
。

腎
は
第
十
四
の
推
の
兩
方
各
お
の
一
寸
半
に
あ
り
。
又〔
腎
は
〕臍
腰
の
下〔
に
あ
り
〕左
を
腎
と
名
づ
け
、右
を
命
門
と
名
づ
く
。

腎
は
心
腹
に
敷
き
て
、
窮Q A

O
B

【
寢
】
し
て
米
【
水

A
P
B

】
精
を
寫
す
。
腎
志
を
主
ど
る
北
方
及
び
水
と
な
る
。
水
は
冬
を
主
ど
り
、

其
の
色
黑
し
。
…
…
腎
は
黑
氣
及
び
肺
よ
り
生
じ
耳
を
主
ど
る
。
腎
出
で
骨
と
な
り
髓
を
主
ど
る
。
髓
窮
ま
り
、耳
乳

A
Q
B

と
な
る
。

骨
窮
ま
り
て
齒
と
な
る
。
鹹
味
多
く
腎
に
入
れ
ば
、
腎
を
増
し
心
を
損
す
。
若
し
腎
の
中
に
志
な
け
れ
ば
、
多
く
悲
哭
す
。
脾

は
腎
を
害
し
て
病
を
成
す
。
若
し
土
の
水
を
剋
す
る
が
如
く
脾
强
く
腎
弱
け
れ
ば
、
當
に
腎
に
脾
を
止
べ
し
。
黑
氣
を
以
て
黄

氣
を
攝
取
す
れ
ば
、
腎
病
則
ち
差
ゆ
。
黑
氣
と
は
水
の
名
字
な
り
。
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五大と五行（田中文）

〈
脾
藏
〉

b
〔
欠
〕字
は
虛
空
部
、上
方
毘
盧
遮
那
大
日
如
來
、脾
臓
舌
識
を
主
ど
る
。
…
…
脾
藏
は
奄
摩
羅
識【
意
】を
主
ど
り
、中
央
又【
及

び
】〔
土
〕
季
夏
を
主
ど
り
、
其
の
色
黄
色
〔
也
〕
に
し
て
、@

字
眞
金
色
な
り
。
黄
色
は
地
よ
り
木
を
生
じ
、
木
よ
り
火
【
地

火
よ
り
】生
ず
。
…
…
脾
は
黄
氣
及
び
心
よ
り
生
じ
、口
を
主
ど
り
志
と
な
る
。
甘
味
多
く
脾
に
入
れ
ば
、脾
を
増
し
腎
を
損
す
。

若
し
脾
の
中
に
意
神
な
け
れ
ば
、
多
く
迴
惑
す
。
肝
は
脾
を
害
し
て
病
を
成
す
。
若
し
木
の
土
を
剋
す
る
が
如
く
、
肝
强
く
脾

弱
け
れ
ば
、
當
に
脾
〔
心
〕
を
肝
に
止
む
べ
し
。
黄
氣
も
以
て
青
氣
を
攝
取
す
れ
ば
、
脾
病
則
ち
差
ゆ
。
黄
氣
と
は
脾
の
名
字

な
り
。
脾
華
は
一
葉
黄
色
に
し
て
四
隅
あ
り
。

〈
五
臓
の
形
態
〉

五
藏
【
臟
】
は
蓮
華
【
花
】
の
下
に
〔
靡
き
〕
向
く
が
如
し
。
内
の
五
藏
【
臟
】、
外
の
五
行
に
出
で
て
形
體
を
成
す
。
此
れ

則
ち
名
色
〔
也
〕。
色
は
卽
ち
是
れ
五
大
【
四
大
】
名
は
卽
ち
想
〔
行
〕
等
の
四
陰
の
心
な
り
。
色
心
は
卽
ち
是
れ
六
大
法
身
・

五
智
如
來
・
五
大
菩
薩
・
五
大
明
王
な
り
。 
凡
そ
〔
卽
ち
是
れ
〕
日
月
・
五
星
・
十
二
宮
・
二
十
八
宿
は
、
人
形
〔
の
〕
體

を
成
す
な
り
。

以
上
の
胎
蔵
界
の
五
字
に
つ
い
て
の
曼
荼
羅
観
は
、『
三
種
悉
地
軌
』
と
ほ
ぼ
同
じ
か
、
多
少
の
異
同
し
か
な
い
。
強
い
て
差

異
を
あ
げ
れ
ば
、
大
日
と
阿
弥
陀
と
を
同
一
化
す
る
た
め
に
、
五
仏
と
の
配
当
を
加
え
た
こ
と
と
、
臓
器
の
体
内
で
の
位
置
を
詳

細
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
五
字
真
言
と
五
臓
と
の
配
当
は
、
在
来
思
想
を
内
含
し
た
中
国
撰
述
経
典
に
も
と
め
ら
れ
る
が
、
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五
臓
と
諸
要
素
は
古
典
的
医
学
書
、『
素
問
』『
太
素
』
に
そ
の
基
準
が
あ
る
。

方
位
・
色
・
五
臓
・
五
味
の
配
当
は
、
先
に
「
不
空
傳
」
の
と
こ
ろ
で
『
素
問
』
巻
一
「
金
匱
眞
言
論
」
に
則
し
て
論
述
し
た

の
で
省
略
す
る
が
、『
太
素
』
巻
六
「
臓
腑
気
液
」
に
は
、

肺
氣
通
於
鼻
、
鼻
和
則
能
知
臭
香
矣
。
心
通
於
舌
、
舌
和
則
能
知
五
味
矣
。
肝
氣
通
於
目
、
目
和
則
辨
五
色
。
脾
氣
通
於
口
、

口
和
能
五
穀
矣
。
腎
氣
通
於
耳
、
耳
和
則
能
聞
五
音
矣
。 

（
人
民
衛
生
出
版
社
、
八
六
～
八
七
頁
）

と
あ
り
、
配
当
は
一
致
す
る
。

ま
た
、『
太
素
』
巻
二
「
調
食
」
に
は
、

五
禁
、
肝
病
禁
辛
、
心
病
禁
鹹
、
脾
病
禁
酸
、
腎
病
禁
甘
、
肺
病
禁
苦
。
肝
色
青
、
宜
食
甘
、
粳
米
飯
牛
肉
棗
皆
甘
。
心
色
赤
、

宜
食
酸
、
犬
肉
李
皆
酸
。
脾
色
黄
、
宜
食
鹹
、
大
豆
豕
肉
栗
蜷
鹹
。
肺
色
白
、
宜
食
苦
、
麥
羊
肉
杏
皆
苦
。
腎
色
黑
、
宜
食
辛
、

黄
黍
鷄
肉
桃
皆
辛
。 

（
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
七
頁
）

と
食
べ
物
と
も
合
わ
せ
て
配
当
す
る
。

「
金
剛
界
五
字
五
藏
観
」
で
は
金
剛
界
の
五
字
真
言
を
五
臓
に
配
当
し
て
、
身
体
内
の
宇
宙
と
仏
の
智
慧
の
世
界
を
述
べ
る
（
こ

の
金
剛
界
五
字
真
言
に
つ
い
て
は
、『
三
種
悉
地
軌
』
に
は
見
い
だ
せ
な
い
）。
こ
の
配
当
を
〈
表
八
〉
に
示
す
。

〈
表
八
〉五

字

五
智

五
仏

五
方

五
行

五
色

五
臓

Z

法
界

大
日

中

土

黄

脾
`

大
円

阿
閦

東

木

青

肝
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û

平
等

宝
生

南

火

赤

心

Q

妙
観

弥
陀

西

金

白

肺

A

成
所

不
空

北

水

黒

腎

五
行
な
ど
の
配
当
は
、
す
で
に
説
明
し
た
中
国
伝
統
思
想
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
金
剛
界
五
字
真
言
の
相
互
関
係
は
、
五
行

相
剋
説
を
以
て
論
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
五
臓
以
外
の
六
腑
に
つ
い
て
も
〈
表
九
〉
の
よ
う
に
配
当
し
て
い
る
（
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
六
ａ

A
R
B

）。

 〈
表
九
〉

胆

大
腸

膀
胱

小
腸

胃

三
膲

降
三
世

軍
荼
利

焰
鬘
徳
迦

金
剛
夜
叉

不
動

普
賢

五
臓
と
六
腑
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
医
学
観
に
基
づ
き
、
各
仏
が
六
腑
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

更
に
、「
五
藏
神
形
」
で
は
、
金
剛
界
五
字
真
言
と
配
当
さ
れ
た
図
を
次
頁
に
載
せ
る
（
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
六
ｂ
～
ｃ
）。

こ
の
神
形
図
の
五
行
相
当
の
各
要
素
は
医
学
書
に
書
か
れ
た
配
当
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
大
歳
神
・
歳
徳
神
・
歳
刑
神
・
歳

破
神
・
大
将
軍
の
八
将
軍
の
一
部
が
何
故
配
当
さ
れ
る
か
、神
の
姿
が
八
将
軍
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
道
教
の
一
切
経
の
『
道
蔵
』

中
に
も
、「
内
観
」（
瞑
想
法
）
に
関
係
す
る
五
臓
の
神
が
描
か
れ
て
い
る
が
、『
五
輪
九
字
祕
釋
』
の
神
形
と
類
似
さ
れ
る
も
の
は

見
い
だ
せ
な
い
。
た
だ
、
中
医
学
書
の
『
醫
方
類
聚
』（
朝
鮮
本
、
49
頁
図
 3
）
に
は
若
干
似
た
も
の
が
あ
る
。



—48—

先
の
胎
蔵
界
五
字
曼
荼
羅
観
は
『
三
種
悉
地
軌
』
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
金
剛
界
五
字
五
蔵
観
は
「
金
胎
不
二
」
と
い

う
空
海
教
学
に
一
致
す
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
故
に
「
若
し
金
剛
界
な
ら
ば
、
金
剛
波
羅
蜜
定
に
入
り
て
、

彼
の
尊
と
な
る
。
…
…
若
し
胎
藏
な
ら
ば
、
身
文
殊
定
に
入
る

A
S
B

」

と
金
胎
を
並
列
に
な
ら
べ
て
い
る
。
こ
の
瞑
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
即
身
成
仏
の
証
明
を
空
海
の
「
謹
惶
し
て
弟
子
五
藏
三
摩
地
觀

に
入
る
。
忽
然
と
し
て
出
家
の
頭
上
に
五
佛
の
寳
冠
を
現
じ
、
肉

身
の
五
體
に
五
色
の
光
明
を
放
つ

A
T
B

」
と
い
う
故
事
を
あ
げ
る
。

し
か
も
、
五
字
五
藏
曼
荼
羅
觀
の
結
び
と
し
て
「
一
字
入
藏

萬
病
不
生
卽
身
成
佛
頌

A
U
B

」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
胎
蔵
界

大
日
の
種
子Z

字
と
肺
が
配
当
さ
れ
る
。
こ
の
頌
は
覚
鑁
が
灌

頂
の
時
に
伝
授
さ
れ
た
と
も
記
さ
れ
る
か
ら
、
胎
蔵
界
五
字
真
言
に
と
も
な
う
観
法
も
真
言
密
教
の
内
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

六
、
結
び

本
来
イ
ン
ド
の
哲
学
思
想
で
あ
る
五
大
は
、
そ
れ
が
和
合
す
れ
ば
生
命
と
な
り
、
分
離
す
れ
ば
死
に
至
る
と
考
え
ら
れ
た
。
中

国
の
五
行
思
想
に
し
て
も
、
身
体
に
小
宇
宙
を
置
き
、
そ
れ
が
大
自
然
の
全
て
の
概
念
と
連
携
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
両
者
は
、 図 2　五藏神形
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一
見
そ
れ
ぞ
れ
大
宇
宙
を
解
明
し
、
身
体
を
理
解
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
宗
教
は
相
対
す
る
生
と
死
か
ら
の
救
済
を
行
な
う
と

考
え
れ
ば
、
身
体
の
マ
ン
ダ
ラ
を
通
し
て
の
救
済
は
、
中
国
医
学
書
と
融
合
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
密
教
文
献
に
限
ら
な
い
。
覚
鑁
の
入
滅
二
年
前
に
生
ま
れ
た
臨
済
禅
開
祖
の
栄
西
（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
年
）
は
、『
喫

茶
養
生
記
』
を
著
し
た
。
日
本
に
お
け
る
最
初
の
茶
に
関
す
る
著
作
で
、
茶
の
医
学
的
効
能
が
書
か
れ
る

A
V
B

。
五
臓
と
の
和
合
に
つ

い
て
、
五
味
・
方
位
・
季
節
・
五
行
・
五
色
・
蔵
神
・
器
官
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
多
少
の
文
字
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
ほ
ぼ

『
五
輪
九
字
秘
釋
』
の
配
当
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、『
尊
勝
陀
羅
尼
破
地
獄
儀
軌
祕
鈔
』（『
三
種
悉
地
軌
』
の
異
本
か
）
か
ら
の
引
用

が
あ
る
。
別
に
、『
五
藏
曼
荼

羅
儀
祕
』
と
い
う
経
典
を
引
い

て
い
る

A
W
B

。
こ
こ
で
は
、『
五
輪

九
字
祕
釋
』
の
金
剛
界
五
字
五

蔵
に
あ
た
る
真
言
と
五
臓
を
配

当
し
て
い
る
。
栄
西
は
そ
の
五

臓
観
を
典
拠
に
、
心
臓
は
身
体

の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
を
健
全

に
保
つ
た
め
に
は
、
苦
味
を
摂

る
、
即
ち
茶
を
飲
む
こ
と
が
よ

い
と
し
て
い
る

A
X
B

。

道
教
の
瞑
想
法
で
も
、
唐
初

に
は
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
法
と
結

図 3　五臓六腑図『醫方類聚』（朝鮮本）
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び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う

A
Y
B

。
五
大
と
五
蔵
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
当
時
の
科
学
で
あ
り
、
仏
教
も
道

教
も
そ
れ
に
依
拠
し
た
身
中
に
居
る
と
想
定
さ
れ
る
神
に
関
係
す
る
身
体
観
は
、
中
国
仏
教
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
。
そ
の
基

礎
と
な
る
の
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
内
臓
認
識
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。

参
考
文
献
（
出
版
年
順
）

・
富
田
斅
純
『
興
教
大
師
全
集
』（
世
相
軒
）
一
九
三
五
年
（『
全
集
』
と
略
）

・
那
須
政
隆
『
五
輪
九
字
祕
釋
の
研
究
』（
大
東
出
版
）
一
九
三
六
年
（『
研
究
』
と
略
）

・
吉
岡
義
豊
「
五
輪
九
字
祕
釈
と
道
教
五
臓
観
」（『
密
教
文
化
』
六
九
・
七
〇
号
）
一
九
六
四
年

・
塚
本
善
隆
「
中
国
在
家
仏
教
特
に
庶
民
仏
教
の
一
経
典—

『
提
謂
経
』
と
そ
の
周
辺
」（『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
二
巻
、
大
東
出
版
社
）

一
九
七
四
年

・
安
居
香
山
『
茶
経
』（
明
徳
出
版
）
一
九
七
四
年

・
栗
山
秀
純
「『
五
輪
九
字
秘
釈
』
と
中
世
日
本
文
化
お
け
る
五
蔵
観
思
想
」（『
櫛
田
博
士
頌
寿
記
念 

高
僧
伝
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
）

一
九
七
五
年

・
牧
田
諦
亮
『
疑
経
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
六
年

・
松
長
有
慶
「
三
種
悉
地
と
破
地
獄
」（『
密
教
文
化
』
一
二
一
号
）
一
九
七
八
年

・
拙
論
『
五
輪
九
字
祕
釋
』
の
背
景
に
関
す
る
一
管
見—

道
教
・
医
学
の
両
側
面
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
一
二
号
）
一
九
八
四
年

・
拙
論
「『
五
輪
九
字
祕
釈
』
と
養
生
思
想
」（
坂
出
祥
伸
編
『
中
国
養
生
思
想
の
総
合
的
研
究
』
平
河
出
版
社
）
一
九
八
八
年

・
中
嶋
隆
蔵
「
疑
経
に
見
え
る
疾
病
・
養
生
観
の
一
側
面
」（
坂
出
祥
伸
編
『
中
国
養
生
思
想
の
総
合
的
研
究
』
平
河
出
版
社
）
一
九
八
八
年

・
長
部
和
雄
『
唐
代
密
教
史
雑
考
』
北
辰
社
、
一
九
九
〇
年

・
三
崎
良
周
「
中
国
・
日
本
の
密
教
に
お
け
る
道
教
的
要
素
」（
酒
井
忠
夫
・
他
編
『
日
本
・
中
国
の
宗
教
文
化
の
研
究
』
平
河
出
版
社
）

一
九
九
一
年
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・『
興
教
大
師
著
作
全
集
』
第
五
巻
（
真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
）
一
九
九
三
年

・
頼
富
本
宏
「
密
教
の
受
容
し
た
五
臓
説—

胎
内
納
入
品
と
覚
鑁
『
五
輪
九
字
祕
釈
』
を
中
心
と
し
て
」（『
東
方
宗
教
』
九
〇
号
）
一
九
九
七
年

・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
フ
ェ
ー
レ
（
白
石
凌
海
訳
）『
五
輪
九
字
明
祕
密
釈
の
研
究
』（
ノ
ン
ブ
ル
社
）
二
〇
〇
三
年

・
矢
野
道
雄
『
増
補
校
訂 

密
教
占
星
術—

宿
曜
道
と
イ
ン
ド
占
星
術—

』
東
洋
書
院
、
二
〇
一
三
年

註（
１
）
本
稿
は
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
小
柳
司
気
太
『
道
教
概
論
』
世
界
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
三
年
。 

井
上
聰
『
古
代
中
国
陰
陽
五
行
の
研

究
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
六
年
。
江
連
隆
『
諸
子
百
家
の
事
典
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。「
五
行
説
」
安
居
香
山
『
日
本
大
百
科
全
書

（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』
小
学
館
。
山
田
慶
児
『
中
国
医
学
の
思
想
的
風
土
』
潮
出
版
社
、一
九
二
三
年
。
島
邦
男
『
五
行
思
想
と
禮
記
月
令
の
研
究
』

汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
。
井
上
聰
『
古
代
中
国
陰
陽
五
行
の
研
究
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
六
年
。

（
２
）
本
稿
で
は
『
重
廣
補
註
黄
帝
内
經
素
問
』（
國
立
中
國
醫
藥
研
究
所
刊
、
一
九
七
九
年
）
を
用
い
た
。

（
３
）
本
稿
で
は
『
黄
帝
内
經
太
素
』（
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
を
用
い
た
。

（
４
）
中
島
一
九
八
八
、六
七
九
～
六
七
一
頁
参
照
。

（
５
）
塚
本
一
九
七
四
、一
八
七
～
二
四
三
頁
参
照
。

（
６
）
松
長
一
九
七
八
、二
頁
参
照
。

（
７
）
松
長
一
九
七
八
、三
頁
参
照
。

（
８
）『
太
素
』
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
七
頁
参
照
。

（
９
）  

拙
論
一
九
八
四
、九
一
頁
で
「
覚
鑁
が
、
仁
和
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
た
何
ら
か
の
医
学
的
文
献
を
手
に
入
れ
た
」
と
記
述
し
た
が
、
ヘ
ン
ド

リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
フ
ェ
ー
レ
二
〇
〇
三
、一
五
五
～
一
五
六
頁
に
疑
問
点
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
論
者
は
文
献
的
証
明
が
で
き
な
い
の
で
、

自
説
を
取
り
下
げ
る
。

（
10
）
全
集
一
一
九
七
頁
。

（
11
）
全
集
一
四
六
五
頁
（
但
し
、
同
書
で
は
偽
作
と
い
う
説
が
あ
る
）。
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（
12
）
那
須
政
隆
『
五
輪
九
字
祕
釋
の
研
究
』
鹿
野
苑
、
一
九
三
六
年
。
吉
岡
義
豊
「
五
輪
九
字
祕
釋
と
道
教
五
臓
観
」『
密
教
文
化
』
第

六
九
・
七
〇
合
併
号
、
一
九
六
四
年
、「
三
教
指
帰
と
五
輪
九
字
祕
釋
の
道
教
思
想
」『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
五
〇
輯
、
一
九
七
二
年
。

（
13
）
全
集
一
一
二
七
～
一
一
六
五
頁
。

（
14
）『
研
究
』
一
〇
九
頁
参
照
。

（
15
）『
素
問
』巻
一
、二
二
ａ
～
二
三
ｂ
参
照
。
歳
星
＝
木
星（
一
二
年
で
周
天
）・
熒
惑
星
＝
火
星（
七
四
〇
日
周
天
）・
鎭
星
＝
土
星（
二
八
年
周
天
）・

太
白
星
＝
金
星
（
三
六
五
日
周
天
）・
辰
星
＝
水
星
（
三
六
五
日
周
天
）

（
16
）『
研
究
』
一
〇
九
～
一
一
一
頁
参
照
。

（
17
）
矢
野
二
〇
一
三
、二
〇
頁
参
照
。

（
18
）
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
四
ａ
。

（
19
）
大
正
蔵
、
巻
一
八
、九
一
一
ｃ
。

（
20
）『
研
究
』
一
一
八
頁
参
照
。

（
21
）
肝
の
誤
り
か
。

（
22
）『
研
究
』
一
三
七
頁
に
は
「
寖
」
と
す
る
。

（
23
）『
研
究
』
一
三
七
頁
注
で
は
、「
水
」
と
す
べ
き
と
指
示
す
る
。

（
24
）『
研
究
』
一
三
七
頁
注
に
古
写
本
に
「
孔
」
と
あ
る
と
指
摘
。

（
25
）
こ
の
配
当
は
『
破
地
獄
軌
』（
大
正
蔵
、
巻
一
八
・
九
一
四
ｃ
）
の
奥
付
の
後
に
同
じ
も
の
が
あ
る
が
、
経
文
本
文
と
は
係
わ
ら
な
い
。
当
該

頁
の
註
記
に
「
原
本
冠
註
曰
五
臟
配
當
有
一
本
終
今
加
附
之
」
と
あ
り
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
が
用
い
た
長
谷
寺
の
原
本
に
書
き
加
え
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（
26
）
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
六
ａ
。

（
27
）
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
六
ａ
。

（
28
）
大
正
蔵
、
巻
七
九
、一
七
ａ
。

（
29
）
安
居
一
九
七
四
、一
五
二
～
一
五
三
頁
。
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（
30
）
安
居
一
九
七
四
、一
五
七
～
一
五
八
頁
。

（
31
）
安
居
一
九
七
四
、一
五
五
頁
。

（
32
）
福
井
康
順
「
守
一
考
」（『
福
井
康
順
著
作
集
』
二
、
法
蔵
館
、
一
九
八
七
年
）
八
八
頁
。



豊
山
学
報
・
第
六
十
七
号
抜
刷

令
和
六
年
三
月
発
行

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院

空
海
に
お
け
る
夢
の
諸
相

小
　
渕
　
尊
　
史
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空
海
に
お
け
る
夢
の
諸
相

小　

渕　

尊　

史

夢
は
第
二
の
生
で
あ
る
。—

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
『
オ
ー
レ
リ
ア

（
１
）』

夢
は
覺
と
異
な
ら
ず
、
覺
は
夢
と
異
な
ら
ず
。
夢
は
即
ち
是
れ
覺
、
覺
は
即
ち
是
れ
夢
な
り
。—

蘇
東
坡

（
２
）

仏
は
常
に
在
せ
ど
も
現う

つ
つ
　な

ら
ぬ
ぞ
哀
れ
な
る　

人
の
音
せ
ぬ
暁

あ
か
つ
きに

仄ほ
の
か
 に

夢
に
見
え
給
ふ—

『
梁
塵
秘
抄

（
３
）』

は
じ
め
に

夢
は
人
間
の
情
動
お
よ
び
精
神
生
活
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
、
尽
き
せ
ぬ
興
趣
の
源
泉
で
あ
る
。

夢
（
４
）の

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
機
能
的
意
味
合
い
に
つ
い
て
、
生
理
学･
脳
神
経
学
、
或
い
は
精
神
医
学
や
心
理
学･

哲
学
の
分
野
で
研

究
が
為
さ
れ
て
き
た

（
５
）。

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
近
代
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
知
見
を
一
旦
脇
に
置
い
て
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
、
宗
教
思
想
の
伝
播
受
容
の
局
面
で
夢
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
特
に
空
海
の
著
作
の
記
述
を
中
心
に
考
究
す
る
。
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一
、
古
代
人
が
抱
い
た
「
夢
」
の
概
念
と
役
割

古
代
中
国
の
周
王
朝
（
前
一
一
世
紀
―
前
三
世
紀
）
の
官
制
を
記
し
た
『
周
礼

（
６
）』

に
は
、
占
夢
の
官
職
の
記
述
に
夢
の
種
類
が
六
つ

（
六
夢
）
挙
げ
ら
れ
る
。

正
夢
［
正す

な
お
　な

る
夢
］	

噩
夢
［
噩

お
ど
ろ
きの

夢
］

思
夢
［
思
い
て
の
夢
（
人
を
恋
い
慕
う
夢
）］	

寤
夢
［
寤も

の
い
　て

の
夢
（
昼
間
見
た
も
の
を
夜
見
る
）］

喜
夢
［
喜
び
の
夢
］	

懼
夢
［
懼お

そ
れ
　の

夢
］

こ
の
他
に
、同
じ
く
『
周
礼
』
の
「
三
夢
之
法
」
と
し
て
致
夢
（
喜
悦
の
夢
）・
觭き

　
む
　夢

（
奇
怪
の
夢
）･

咸か
ん
ち
よ
く陟

（
無
心
も
て
物
を
感
ず
る
夢
）

の
分
類
が
有
り
、そ
の
他
に
も
「
現
夢･
虚
夢･

霊
夢･

心
夢
」
や
「
霊
夢･

實
夢･

心
夢･

虚
夢･

雑
夢
」
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
存
す
る

（
７
）。

こ
れ
ら
の
諸
々
の
分
類
の
細
か
な
区
別
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
問
題
な
の
は
、
中
国
文
化
の
基
礎
を
築
い
た
周
王

朝
で
、
夢
を
占
う
官
職
が
制
定
さ
れ
て
い
て

（
８
）、

夢
占
い
が
政
治
の
重
要
な
一
部
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、
即
ち
夢
が
公
的
で
重
要
な

性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
で
あ
る

（
９
）。

実
際
、
中
国
古
代
史
で
皇
帝
或
い
は
権
力
者･

聖
人
の
行
動
や
未
来
が
夢
に
よ
っ
て
予
兆
さ
れ
、
そ
の
行
動
を
促
し
た
例
は
枚

挙
に
暇
が
な
い
。
幾
つ
か
例
を
挙
げ
れ
ば
、

＊
周
の
武
王
は
、
殷
の
紂
王
討
伐
を
天
帝
の
命
令
で
あ
る
と
夢
の
内
容
で
確
信
し
た

A
C
B

。

＊
周
建
国
の
功
臣
で
あ
る
太
公
望
呂り

よ
し
よ
う尚

は
、
渭ゐ

 
す
い水

の
岸
辺
で
釣
り
を
し
て
い
る
所
を
狩
猟
に
訪
れ
た
周
の
文
王
に
見
出
さ

れ
た
。『
史
記
』
斉
太
公
世
家
第
二

A
D
B

で
は
、
文
王
は
こ
の
邂
逅
に
先
立
ち
、
狩
り
の
成
果
を
占
っ
て
覇
王
の
輔
佐
を
獲
る

だ
ろ
う
と
予
告
さ
れ
て
い
た
。
別
伝
の
『
周
志
』
で
は

A
E
B

、
文
王
は
夢
の
中
で
天
帝
と
出
逢
い
呂
尚
を
得
る
こ
と
を
告
げ
ら
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れ
て
い
た
と
い
う

A
F
B

。

＊
漢
の
高
祖
劉り

ゆ
う
ほ
う邦

（
前
二
四
七
―
前
一
九
五
）
の
母
劉り

ゅ
う
お
ん媼

は
、
大
き
な
池
畔
で
休
息
を
取
っ
て
い
た
時
に
、
夢
の
中
で
神
と
出

遇
っ
た
。
父
親
の
太
公
が
そ
の
時
に
妻
の
様
子
を
窺
っ
た
と
こ
ろ
、
蛟
龍
が
劉
媼
の
上
に
覆
い
被
さ
っ
て
い
た
。
劉
邦
は

龍
神
の
子
供
と
見
做
さ
れ
る

A
G
B

。

＊
孔
子
は
、
衷
心
よ
り
敬
愛
す
る
聖
人
周し

ゆ
う
こ
う
た
ん

公
旦
を
し
ば
し
ば
夢
に
見
て
思
い
を
通
わ
せ
て
い
た
が
、
年
老
い
る
に
つ
れ
周

公
に
逢
い
奉
る
夢
が
久
し
く
訪
れ
な
い
事
態
を
詠
嘆
し

A
H
B

、
ま
た
、
殷
の
人
が
殯も

が
り
　を

す
る
習
慣
に
ち
な
ん
で
、
自
分
が
両ふ

た
つ
　の

柱
（
兩
楹

A
I
B

）
の
間
に
在
る
こ
と
を
夢
見
て
、
死
期
の
訪
れ
が
近
い
こ
と
を
悟
っ
て
も
い
る

A
J
B

。

等
の
著
名
な
伝
説
的
挿
話
が
夢
と
密
接
な
関
り
を
持
っ
て
い
る
。

次
に
我
が
国
上
代
の
夢
に
関
す
る
記
事
を
、
記
紀
万
葉
に
探
る
。

＊
神
武
天
皇
（
即
位
前
は
神か

む
や
ま
と

倭
伊い

　
わ
　
れ
　
び
　
こ
の
み
こ
と

波
礼
毘
古
命
）
が
征
伐
の
途
次
で
熊
野
に
困
苦
し
た
際
、
高た

か
く
ら
じ
　

倉
下
が
太
刀
を
献
上
し
て
、
神
武

は
土
地
の
荒
神
を
平
ら
げ
た
。
神
武
は
高
倉
下
に
太
刀
の
由
来
を
尋
ね
、
そ
れ
が
高
倉
下
の
夢
の
中
に
天
照
大
御
神
と
高

御
産
巣
日
神
が
影
向
し
て
、
神
武
に
渡
す
こ
と
を
命
じ
た
神
剣
（
韴ふ

つ
の
み
た
ま霊

）
で
あ
る
と
明
か
し
た

A
K
B

。

＊
神
功
皇
后
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
は
「
即
ち
夢
に
覺
り
て
神

あ
ま
つ
か
み

祇
く
に
つ
か
みを

敬
ひ
た
ま
ひ
き

A
L
B

」
と
述
べ
、
夢
中
の
神
々
と
の

交
渉
が
善
政
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
示
す
。

＊
同
じ
く
『
古
事
記
』
序
文
で
は
天
武
天
皇
の
事
蹟
に
触
れ
て
、
夢
の
お
告
げ
に
あ
っ
た
歌
の
謎
を
解
い
た
所
、
皇
位
を
継

承
す
る
重
大
な
使
命
を
担
う
べ
し
、
と
天
皇
が
了
知
す
る
条

A
M
B

が
あ
り
、
皇
位
継
承
と
夢
が
緊
密
な
関
り

A
N
B

を
示
す
。

＊
『
日
本
書
紀
』
崇
神
紀
四
十
八
年
に
は
、
崇
神
天
皇
が
二
人
の
皇
子
（
豊
城
命
と
活い

く
め
の
み
こ
と

目
尊
［
垂
仁
天
皇
］）
に
対
し
、
ど
ち
ら

を
皇
太
子
に
立
て
る
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
二
人
に
夢
見
（「
相

ゆ
め
の
み
あ
わ
せ

夢
」）
を
さ
せ
、
夢
の
内
容
（「
夢み

ゆ
めの

辭こ
と
ば」）

に
よ
っ
て

嗣よ
つ
ぎ
　の

資
質
を
占
い
、
弟
の
活
目
尊
を
東
宮
に
定
め
た
旨

A
O
B

が
記
さ
れ
る

A
P
B

。



—58—

＊
『
万
葉
集
』
に
は
、夢
と
い
う
語
の
登
場
す
る
歌
が
全
一
〇
一
首
あ
り

A
Q
B

、古
代
人
が
夢
に
託
し
た
呪
術
的
な
思
い

A
R
B

や
愛
念
（
相

聞･

挽
歌･

魂
逢
）
の
諸
相

A
S
B

を
示
す
。

こ
れ
ら
の
諸
例
を
概
観
す
る
と
、
和
漢
を
問
わ
ず
古
代
人
の
思
考
感
情
や
生
活
、
行
動
の
基
盤
に
、「
夢
」
が
重
要
か
つ
広
大

な
地
歩
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
夢
は
近
現
代
的
な
意
味
で
の
一
個
人
の
内
面
の
問
題
で
は
な
く
、
一
国
の
命
運
を

も
左
右
す
る
一
大
事
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
古
代
の
共
同
体
で
は
、
夢
は
そ
れ
を
夢
見
る
主
体
（
人
間
）
の
所
有
で
は
な
く
、「
夢

主

A
T
B

＝
夢
の
送
り
手

A
U
B

＝
神
や
仏
や
死
者
」
こ
そ
が
本
源
的
な
所
有
者
で
あ
っ
た
。
夢
の
公
共
的
な
性
格
は
、
正
史
や
記
紀
或
い
は
諸

伝
記
録
に
、
当
該
の
夢
の
内
容
と
そ
れ
が
齎
し
た
現
実
的
な
結
果
が
縷
々
書
き
留
め
ら
れ
る
事
例
に
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
後
世
の
夢
観
と
は
大
き
く
異
な
る
、
上
代
か
ら
中
世
の
日
本
人
の
心
性
に
於
け
る
夢
の
役
割
や
特
徴
を
、
先
学

の
研
究
を
基
に
ま
と
め
て
み
る
と
、

一
、
古
代
人
に
と
っ
て
、
夢
は
人
間
が
神
々
と
交
わ
る
回
路

A
V
B･

装
置･

通パ
サ
ー
ジ
ュ路

で

A
W
B

、
夢
に
現
れ
る
の
は
神
仏･

他
界
か
ら
の

信メ
ッ
セ
ー
ジ号

で
あ
る

A
X
B

。

二
、神
は
人
間
の
夢
に
現
れ
て
託
宣
を
垂
れ
る

A
Y
B

（
夢
を
通
し
て
の
神
託
＝
夢
託

A
Z
B

）。
夢
は
人
が
見
る
だ
け
で
は
な
く
神
霊
が
夢
に「
入

る
」
と
も
表
現
さ
れ
る

A
[
B

。

三
、
神
託
を
得
る
為
に
、
天
皇
は
「
神か

む
ど
こ牀

」
に

A
\
B

籠
っ
て
祈
禱
し
、
夢
の
告
げ
を
得
て
国
難
を
救
っ
た
。
王
の
夢
見
る
力

A
]
B

が
権

威
の
源
泉
で
あ
り
、「
天
皇
は
夢
想
に
お
い
て
神
々
と
交
通
す
る
特
権
者
だ
っ
た

A
^
B

」

四
、
夢

A
_
B

は
魂
が
身
体
か
ら
抜
け
出
し
神
仏
と
交
信
す
る
中
で
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た

A
`
B

。

五
、
古
代
人
に
と
っ
て
、
夢
は
昼
間
の
現
実
を
超
え
た
神
秘
的
な
も
の
で
、
遊
離
魂
は
夢
の
中
で
時
空
を
超
え
た
異
郷
と
の

通
路
（
夢
の
通
い
路
）
を
通
っ
て
往
来
し
た

A
a
B

。

六
、
寝
て
い
る
と
き
夢
を
見
る
の
は
魂
で
あ
り
、
か
つ
夢
の
中
で
活
動
す
る
の
も
魂

A
b
B

で
、
普
段
は
「
自
我
意
識
＝
私

A
c
B

」
と
い
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う
身
体
的
束
縛
に
あ
る
魂
が
、
夢
想
を
通
し
て
離
脱
し
自
在
に
神
遊
す
る
。
こ
の
時
に
「
私
」
と
魂
の
同
一
性
に
揺
ら

ぎ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
（
荘
子
の
胡
蝶
の
夢

A
d
B

）。

七
、
天
皇
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
人
々
も
神
仏
の
示
現
や
託
宣
を
求
め
て
霊
場
に
参
籠

A
e
B

し
た
（
長
谷
観
音

A
f
B

・
石
山
寺
な
ど
）。「
参

籠
は
夢
の
告
げ
を
乞
う
た
め
の
祭
式
的
隔
離
で
あ
っ
た

A
g
B

」

八
、
個
人
の
見
た
夢
が
売
買
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

A
h
B

、
夢
は
他
者
に
譲
渡
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。

九
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
夢
の
告
げ
に
よ
っ
て
一
門
の
興
隆
に
一
喜
一
憂
す
る
「
夢
語
り
共
同
体
」
が
成
立

A
i
B

し
て
い
た
。

十
、
道
仏
二
教
で
は
、
夢
は
真
理
へ
の
ア
ク
セ
ス
装
置

A
j
B

・
変
換
装
置
の
役
割
を
持
ち
、
現
実
の
本
質
を
露
呈
す
る

A
k
B

。

十
一
、
神
仏
と
の
交
渉
が
可
能
な
夢
は
、
仏
教
僧
に
と
っ
て
修
行
（
定
中
見
仏･

夢
中
見
仏
等

A
l
B

）
の
場
、「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
た
め
の
時
空
間

A
m
B

」
で
あ
っ
た
。

十
二
、夢
は
基
本
的
に
は
睡
眠
中
の
体
験
で
あ
る
が
、修
行
中

A
n
B

（
瑜
伽
三
昧
）
に
感
得
す
る
不
思
議
な
体
験

A
o
B

（
幻
視･

幻
覚･

見
仏
）

も
夢
に
準
じ
た
、
神
人
交
通
感
応

A
p
B

の
夢
告
げ
と
考
え
ら
れ
、「
夢
遊
」「
神
遊
」
と
呼
ば
れ
る

A
q
B

。
つ
ま
り
夢
と
瞑
想
中
の

幻
視
と
は
、
神
仏
と
の
冥
合
（
入
我
我
入
）
の
回
路
装
置
と
し
て
同
じ
機
能
を
果
た
し
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
差
が
無
い
。

と
列
挙
で
き
る
。

上
記
の
う
ち
一
～
六
ま
で
は
仏
教
伝
来
以
前
か
ら
の
夢
の
古
層
的
機
能
を
示
し
、
七
以
降
は
神
託
の
場
に
仏
が
習
合
し
て
夢
と

宗
教
的
信
仰
が
混
然
と
な
っ
た
性
格
を
表
す
。

次
節
以
降
で
は
、
仏
教
思
想
の
中
の
夢
に
つ
い
て
記
述
し
、
仏
教
独
自
の
夢
概
念
と
、
古
来
の
中
国･

日
本
の
夢
信
仰
と
が
接

合
す
る
側
面
と
の
双
方
を
概
観
す
る
。
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二
、
仏
教
の
な
か
の
「
夢
」

仏
典
の
中
に
は
、
夢
を
分
類
し
て
特
徴
を
掲
示
す
る
著
作
が
あ
る
。
先
ず
部
派
仏
教
の
例
と
し
て
、
上
座
部
所
伝
の
パ
ー
リ
語

律
蔵
を
注
釈
す
る
『
善
見
律
毘
婆
沙
』（
Ｔ
一
四
六
二
）
で
は
、

＊
夢
有
四
種
。
一
者
四
大
不
和
。
二
者
先
見
。
三
者
天
人
。
四
者
想
夢

A
r
B

の
四
種
を
挙
げ
、
身
体
の
違
和
で
見
る
夢
を
「
四
大
不
和
夢
」、
過
去
の
現
実
経
験･

記
憶
で
見
る
夢
を
「
先
見
夢
」、
善
行
を
積

ん
で
良
い
夢
を
見
、
悪
業
を
積
ん
で
悪
夢
に
魘
さ
れ
る
霊
夢
を
「
天
人
夢
」、
そ
の
人
の
過
去
世
に
善
因
が
あ
れ
ば
良
い
夢
を
見
、

悪
業
の
因
が
あ
れ
ば
悪
夢
を
見
る
の
が
「
想
夢
」
で
あ
る

A
s
B

と
す
る
。
四
大
と
い
う
身
体
的
原
因
と
、
経
験
記
憶
と
い
う
心
的
要
因

に
加
え
、
善
悪
の
行
果･

因
縁
を
持
ち
出
す
所

A
t
B

（
天
人
夢･

想
夢
）
に
頗
る
仏
教
的
な
思
考
が
確
認
で
き
る
。

次
に
大
乗
仏
教
の
例
で
は
、『
大
智
度
論
』
巻
第
六
十
喩
釈
論
（
Ｔ
一
五
〇
九
）
に
五
夢
と
し
て
、

＊
復
次
夢
有
五
種
。
若
身
中
不
調
。
若
熱
氣
多
則
多
夢
見
火
見
黄
見
赤
。
若
冷
氣
多
則
多
見
水
見
白
。
若
風
氣
多
則
多
見
飛

見
黒
。
又
復
所
聞
見
事
。
多
思
惟
念
故
則
夢
見
。
或
天
與
夢
欲
令
知
未
來
事
故
。
是
五
種
夢
皆
無
實
事
而
妄
見

A
u
B

。

が
記
述
さ
れ
る
。
身
体
が
不
調
で
、
⑴
熱
気
が
多
け
れ
ば
夢
に
火･

黄･

赤
を
見
、
⑵
冷
気
が
多
け
れ
ば
多
く
水
を
見
、
⑶
風
気

が
多
け
れ
ば
飛･

黒
を
見
る
こ
と
、
ま
た
⑷
自
分
が
見
聞
し
た
事
柄
は
思
惟
の
な
か
に
多
く
存
す
る
か
ら
夢
を
見
る
、
そ
し
て
⑸

天
が
人
に
対
し
て
夢
を
下
賜
し
て
未
来
の
予
知
を
与
え
る
［
霊
夢
］
と
い
う
説
明
内
容

A
v
B

で
あ
る
。
⑴
～
⑶
は
『
善
見
律
』
の
四
大
不

和
夢
に
、
⑷
は
先
見
夢
に
相
当
す
る
。
天
が
未
来
を
指
し
示
す
天
霊
夢
が
特
徴
的
で
あ
る
。

『
大
智
度
論
』
の
「
是
五
種
夢
」
は
、
最
後
に
皆
現
実
の
も
の
で
は
な
い
、
即
ち
実
体
の
な
い
夢･

幻･

影
の
如
き
虚
偽
の
現

わ
れ
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。
当
該
の
文
相
が
、『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
所
説
の
十
喩
「
諸
法
如
幻
如
焔
如
水
中
月
如
虚
空
如
響
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如
揵
闥
婆
城
如
夢
如
影
如
鏡
中
像
如
化

A
w
B

」
を
注
釈
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
法
空
性
の
比
喩
表
現
と
し
て
「
夢
」
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。

か
く
し
て
、
般
若
経
系
列
の
諸
経
典
で
「
夢
」
は
空
し
く
不
実
な
現
象
の
代
表
的
存
在

A
x
B

と
し
て
否
定
的
価
値
を
与
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
価
値
の
比
喩
「
夢
」
は
、
後
続
の
大
乗
仏
教
経
典
中
で
も
は
や
覆
す
こ
と
の
で
き
な
い
定
型
表
現
の
座

に
縛
り
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
例
を
、
空
思
想
を
説
く
代
表
的
な
仏
典
か
ら
拾
い
集
め
れ
ば
、

＊
我［
善
現
］今
欲
爲
如
幻
如
化
如
夢
有
情
。説
如
幻
如
化
如
夢
之
法［
中
略
］如
夢
有
情
爲
如
夢
者
説
如
夢
法
。［
中
略
］天
子
當
知
。

色
如
幻
如
化
如
夢
所
見
。
受
想
行
識
如
幻
如
化
如
夢
所
見
。
何
以
故
。
以
色
蘊
等
自
性
空
故

A
y
B

。
―
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』

＊
是
身
如
聚
沫
不
可
撮
摩
。
是
身
如
泡
不
得
久
立
。
是
身
如
炎
從
渇
愛
生
。
是
身
如
芭
蕉
中
無
有
堅
。
是
身
如
幻
從
顛
倒
起
。

是
身
如
夢
爲
虚
妄
見
。是
身
如
影
從
業
縁
現
。是
身
如
響
屬
諸
因
縁
。是
身
如
浮
雲
須
臾
變
滅
。是
身
如
電
念
念
不
住

A
z
B

。―『
維

摩
詰
所
説
経
』

＊
觀
一
切
法
無
性
相　

其
義
眞
實
如
虚
空　

猶
若
幻
化
夢
所
見　

是
人
於
法
爲
眞
解

A
{
B

。
―
『
六
十
華
厳
』

＊
諸
根
如
幻
。
境
界
如
夢
［
中
略
］
如
人
夢
中
夢
見
幻
師
幻
作
五
欲
。
自
見
己
身
與
彼
圍
繞
共
相
娯
樂
［
中
略
］
是
人
所
夢
是

眞
實
不

A
|
B

。
―
『
大
宝
積
経
』

＊
色
聲
香
味
觸　

及
法
體
六
種　

皆
空
如
炎
夢　

如
乾
闥
婆
城

A
}
B

。
―
『
中
論
』

等
の
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
自
性
空
」
で
あ
る
夢
は
、
幻
や
乾
闥
婆
城
と
同
じ
よ
う
に
「
虚
妄
」
で
あ
り
、
泡･

浮
雲
の
如
く
に
即
座
に
「
變
滅
」
し
、

寸
毫
も
常
住
で
は
な
い
。
ま
た
、
空
思
想
と
並
ん
で
大
乗
仏
教
思
想
の
根
幹
を
な
す
唯
識
思
想
に
お
い
て
も
、
認
識
の
対
象
と
し

て
は
知
覚
さ
れ
得
る
が
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
法
の
比
喩
と
し
て
夢
が
用
い
ら
れ
る
。
則
ち
、
覚
醒
し
た
知
に
と
っ
て
は
外
部

の
境
界
は
虚
妄
で
あ
る
事
態
を
証
明
す
る
の
に
夢
の
喩
が
重
用
さ
れ
る
。
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＊
若
如
夢
中
雖
無
實
境
。
而
識
得
起
覺
時
亦
然
。
如
世
自
知
夢
境
非
有
。
覺
時
既
爾
何
不
自
知
。
既
不
自
知
覺
境
非
有
。
寧

如
夢
識
實
境
皆
無
。
此
亦
非
證
。
頌
曰
「
未
覺
不
能
知　

夢
所
見
非
有
」
論
曰
。
如
未
覺
位
。
不
知
夢
境
非
外
實
有
。
覺

時
乃
知
。
如
是
世
間
虚
妄
分
別
串
習
惛
熟
如
在
夢
中
。
諸
有
所
見
皆
非
實
有

A
~
B

。
―
『
唯
識
二
十
論
』

＊
所
欲
樂
及
離
欲
樂
。
皆
非
眞
實
。
皆
爲
魔
怨
之
所
隨
逐
。
如
幻
如
響
如
影
如
焔
如
夢
所
見
。
猶
如
幻
作
諸
莊
嚴
具
。
又
著

樂
愚
夫
諸
受
欲
者
。
及
諸
世
間
已
離
欲
者
。
凡
所
受
用
猶
如
癲
狂
如
醉
亂
等

A
C
B

。
―
『
瑜
伽
師
地
論
』

夢
は
「
眞
實
」
で
は
な
く
、
こ
れ
に
執
着
す
る
愚
夫
は
「
癲
狂
」「
醉
亂
」
に
陥
る
に
等
し
い
。
大
乗
教
理
で
の
こ
の
よ
う
な

夢
の
規
定
を
、

※
Ａ
．虚
妄
不
実･
無
明
妄
想
の
代
表
的
表
象
と
し
て
の
夢

と
呼
び
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
夢･

幻
は
真
理
に
非
ず
と
い
う
諦
観
は
、
一
切
の
顛
倒
夢
想
を
離
れ
て
仏
智
へ
向
か
う
機
縁
と
も
な
る
。
つ
ま
り
夢･

幻
の
根
底･

本
質
（
無
自
性
空･

不
生
不
滅
）
を
見
極
め
る
観
行
は
、
否
定
を
経
過
し
た
肯
定
へ
の
道
筋
（
遮
情
→
表
徳
）
を
辿
り
、
夢
・

幻
の
実
相
は
仏
の
さ
と
り
へ
と
通
ず
る
回
路
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
。

＊
菩
薩
爾
時
。雖
現
初
生
。悉
已
了
達
一
切
諸
法
如
夢
如
幻
。如
影
如
像
。無
來
無
去
。不
生
不
滅
。善
男
子
。當
我
見
佛

A
D
B

。―『
八
十

華
厳
』

＊
一
切
法
皆
無
自
性
皆
無
有
事
無
生
無
滅
。
説
一
切
法
皆
等
虚
空
皆
如
幻
夢

A
E
B

。
―
『
瑜
伽
師
地
論
』

こ
れ
は
第
一
節
で
ま
と
め
た
、夢
の
特
徴
「
神
仏
と
の
回
路
（
一
）」「
真
理
へ
の
ア
ク
セ
ス
装
置
（
十
）」「
修
行
の
場
（
十
一
・
十
二
）」

に
接
続
さ
れ
る
機
能
で
あ
る
。

実
際
に
、
仏
教
で
は
「
夢
」
に
よ
る
霊
瑞
の
開
示
が
古
来
、
仏
菩
薩
の
聖
性
を
担
保
す
る
重
要
な
徴
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
き
た
。

＊
託
胎
霊
夢
：
白
象
が
体
内
に
入
る
夢
を
見
て
摩
耶
夫
人
が
釈
尊
を
懐
妊
す
る
伝
承

A
F
B

。
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＊
夢
の
中
の
吉
祥
四
相

A
G
B

：
釈
尊
が
夢
中
に
見
る
四
つ
の
善
相
と
し
て
、
蓮
華･

傘
蓋･

月
輪･

仏
像
を
挙
げ
る

A
H
B

。

＊
善
慧
仙
人
（
釈
迦
過
去
世
の
一
人
）
の
得
た
吉
夢
：
大
海
に
臥
し
、
須
弥
山
に
寝
、
海
中
の
一
切
衆
生
を
身
中
に
包
摂
し
、

手
に
日
月
を
執
る

A
I
B

。

ま
た
、
仏
教
東
漸
に
関
し
て
も
、
夢
を
通
じ
た
仏
法
の
伝
播
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。

＊
後
漢
の
明
帝
の
仏
感
得
：
夢
に
「
金
人
（
仏
陀
）」
を
見
て
西
域
に
使
者
を
遣
わ
し
、
仏
法
を
漢
土
に
伝
来
さ
せ
た

A
J
B

。

＊
鑑
真
の
予
兆
夢
：
鑑
真
五
度
目
の
渡
航
試
行
の
前
に
、
夢
の
中
に
中
国
の
神
が
現
わ
れ
、
和
上
は
こ
れ
を
渡
日
（
仏
教
東
漸
）

成
功
の
予
兆
と
み
な
し
た

A
K
B

。

託
胎
霊
夢
を
元
型
と
し
た
、
夢
に
聖
な
る
伝
法
者
の
誕
生
を
予
兆
託
宣
す
る
数
々
の
伝
説
は
、

※
Ｂ
．聖
人
入
胎
夢

と
名
付
け
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
明
帝
や
鑑
真
の
霊
夢
の
よ
う
に
、
仏
法
の
伝
播
の
機
縁
と
な
り
、
或
い
は
そ
れ
を
後
押
し
す
る
不

思
議
な
夢
告
げ
は
、

※
Ｃ
．感
得
伝
法

A
L
B

夢

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

「
Ｂ
．聖
人
入
胎
夢
」「
Ｃ
．感
得
伝
法
夢
」
は
夢
の
持
つ
霊
妙
な
託
宣
の
力
を
強
調
し
て
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
夢
は
、

明
ら
か
に
プ
ラ
ス
の
機
能
を
果
た
す
神
聖
な
場
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
仏
教
教
理
中
の
「
Ａ
．虚
妄
不
実･

無
明
妄
想
の
代
表
的
表

象
と
し
て
の
夢
」
と
は
正
反
対
の
価
値
が
付
与
さ
れ
、
仏
教
の
信
仰
上
、
夢
が
、

※
打
破
す
べ
き
無
明
妄
想
の
顛
倒
性
の
シ
ン
ボ
ル

と
、

※
仏
の
影
向
す
る
回
路
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※
仏
菩
薩
と
の
交
遊
を
成
就
す
る
修
行
の
場

と
い
う
二
つ
の
相
容
れ
な
い
価
値
を
包
摂
し
た
多
義
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と

A
M
B

を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
夢
の

二
面
性･

多
義
的
性
格
は
、
空
海
の
著
作
に
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
空
海
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
夢
①
：
Ａ
．虚
妄
不
実･

無
明
妄
想
の
夢

ま
ず
、
如
夢･

如
幻
と
い
う
十
喩
に
基
づ
く
夢
の
表
現
を
掲
げ
る
。

①
誰
能
保
得
萬
年
春
。
貴
人
賤
人
揔
死
去
。
死
去
死
去
作
灰
塵
。
歌
堂
舞
閣
野
狐
里
。
如
夢
如
泡
電
影
賓
。（
誰
か
能
く
萬
年
の
春

を
保
ち
得
た
る｡

貴
き
人
も
賤
し
き
人
も
揔す

べ

て
死
に
去
ん
ぬ
。
死
に
去
り
死
に
去
り
て
灰く

わ
い
ぢ
ん塵

と
作な

　

ん
ぬ
。
歌
堂
舞
閣
は
野や

　
こ
　狐

の
里

A
N
B

、
夢
の
如
く
泡

の
如
し
電で

ん
え
い影

の
賓ひ

ん

）

A
O
B

―
「
入
山
興
」『
性
霊
集
』
巻
一

②
沈
淪
苦
海
難
可
出
離
。
當
知
外
道
之
法
亦
同
幻
夢
陽
焔
也
。（
苦
海
に
沈
淪
し
て
出
離
す
可
き
こ
と
難
し
。
當ま

さ

に
知
る
べ
し
、
外
道
の
法

は
亦
た
幻げ

ん

と
夢む

　

と
陽や

う

と
焔え

ん

と
に
同
じ

A
P
B

）
―
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上

「
夢
」
と
そ
こ
に
付
随
す
る
「
泡
」「
電
影
」「
幻
」「
陽
焔
（
陽
炎
）」
が
、
般
若
経
典
以
来
の
無
自
性
空
を
表
象
す
る
定
型
的
比

喩
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟ま

た
な
い
。
次
の
用
例
も
『
十
住
心
論
』
所
引
の
経
典
の
文
と
な
っ
て
い
る
。

③
觀
一
切
法
如
幻
諸
佛
如
影
菩
薩
行
如
夢
説
法
如
響
。
自
利
利
他
清
浄
滿
足
。（
一
切
の
法
は
幻
の
如
く
、
諸
佛
は
影
の
如
く
、
菩
薩
の

行
は
夢
の
如
く
、
説
法
は
響
の
如
し
と
觀
じ
て
、
自
利
と
利
他
清
浄
に
滿
足
す

A
Q
B

）
―
『
十
住
心
論
』
巻
第
六

④
華
嚴
経
云
。
佛
子
菩
薩
摩
訶
薩
。
欲
入
第
六
地
當
觀
察
十
平
等
法
［
中
略
］
本
来
清
浄
故
［
中
略
］
如
幻
夢
影
響
等
故
［
中
略
］

如
是
觀
一
切
法
自
性
清
浄
。（『
華
嚴
経
』
に
云
く
、「
佛
子
菩
薩
摩
訶
薩
、
第
六
地
に
入
ら
ん
と
欲お

も

は
ば
、
當
に
十
平
等
の
法
を
觀
察
す
べ
し

［
中
略
］
本
来
清
浄
の
故
に
［
中
略
］
幻
夢
影
響
等
の
如
く
な
る
が
故
に
［
中
略
］
是
く
の
如
く
一
切
の
法
は
自
性
清
浄
な
り
と
觀
じ
て

A
R
B

」）
―
『
十
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住
心
論
』
巻
第
六

こ
れ
ら
の
幻･

夢･

影･

響
の
喩
は
、
既
に
述
べ
た
一
切
諸
法
の
夢
幻
で
あ
る
本
質
を
見
極
め
る
観
行
の
、
構
成
要
素
と
し
て

言
及
さ
れ
る
。

迷
妄
に
彷
徨
う
愚
童
凡
夫
の
様
態
を
活
写
し
た
次
の
一
文
に
は
、
夢･

幻･

泡･

陽
燄･

空
花･

水
月･

蜃
気
楼
の
比
喩
（
こ

れ
ら
は
勿
論
『
大
日
経
』
の
十
縁
生
句
「
深
修
觀
察
十
縁
生
句
。
當
於
眞
言
行
通
達
作
證
。
云
何
爲
十
。
謂
如
幻
。
陽
焔
。
夢
。
影
。
乾
闥
婆
城
。
響
。

水
月
。
浮
泡
。
虚
空
華
。
旋
火
輪

A
S
B

」
を
基
に
し
て
い
る
）
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
る
。

⑤
夫
夢
郷
幻
客
飄
妄
波
而
辞
常
樂
之
神
都
。
泡
身
盲
子
策
業
馬
以
戯
苦
空
之
曠
野
。
逐
陽
燄
以
忘
歸
。
攀
空
花
而
逸
蕩
。
豈

知
水
月
非
真
像
蜃
樓
是
偽
家
。
不
驚
四
蛇
之
害
我
。
不
怖
六
賊
之
寇
己
。
無
明
酕
醄
三
毒
昏
昏
。（
夫
れ
夢む

き
よ
う郷

の
幻げ

ん
か
く客

は
妄ま

う
は
　波

に
飄た

だ
よ
　ふ

て
而
も
常
樂
の
神し

ん
と
　都

を
辞
し
、
泡ほ

ふ
し
ん身

の
盲も

う
し
　子

は
、
業ご

ふ
ま
　馬

に
策む

ち
う
　っ

て
以
て
苦
空
の
曠く

わ
う
や野

に
戯た

は
む
　る

。
陽や

う
え
ん燄

を
逐お

　

っ
て
以
て
歸
る
こ
と
を
忘
れ
、

空く
う
げ
　花

に
攀よ

ぢ

て
而
も
逸い

つ
た
う蕩

す
。
豈
に
知
ら
ん
や
、
水
月
は
真
像
に
非
ず
。
蜃し

ん
ろ
う樓

は
是
れ
偽

い
つ
は
りの

家
な
る
こ
と
を
。
四し

　
じ
や蛇

［
四
大
］
の
我わ

れ

を
害
す
る
に
驚

か
ず
、
六り

く
ぞ
く賊

［
色
声
香
味
触
法
］
の
己お

の
れを

寇を
か

す
に
怖
れ
ず
。
無
明
酕ば

う
た
う醄

［
極
酔
す
る
］
し
て
三
毒
昏こ

ん
こ
ん昏

た
り

A
T
B

）
―
『
大
日
経
開
題
（
三
密
法
輪
）』

こ
の
絢
爛
た
る
美
文
は
、『
大
日
経
』十
縁
生
句
へ
の『
大
日
経
疏
』の
釈
文

A
U
B

を
取
り
込
ん
だ（「
曠
野
中
動
如
野
馬

A
V
B

」「
覩
熱
氣
如
野
馬［
中

略
］
深
入
諸
法
空
中
故
以
乾
闥
婆
城
爲
喩
也

A
W
B

」「
譬
靜
水
中
見
月
影
。
擾
水
則
不
見
。
無
明
心
靜
水
中
。
見
吾
我
憍
慢
諸
結
使
影

A
X
B

」「
其
心
迷
亂
。
妄
見
淨

虚
空
中
有
種
種
人
物
形
相
。
或
可
怖
畏
或
可
貪
著

A
Y
B

」）
達
意
の
妙
句
で
あ
る
。
夢
幻
な
ど
の
比
喩
は
「
妄
波
」「
盲
子
」「
業
馬
」
と
結
び
つ

け
ら
れ
、
無
明
の
世
界
（「
苦
空
之
曠
野
」「
偽
家
」）
に
彷
徨
っ
て
、
還
帰
す
べ
き
仏
の
原
居
（「
常
樂
之
神
都
」）
か
ら
遠
く
離
れ
貪
瞋

痴
の
三
毒
に
冒
さ
れ
、
狂
酔
し
て
三
界
に
輪
廻
す
る
無
明
妄
想
の
悪
果
を
表
現
す
る
。
こ
こ
で
は
夢
（「
夢
郷
幻
客
」）
は
、
輪
廻
の

因
と
な
る
決
定
的
に
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
担
っ
て
い
る
。

迷
妄
の
世
界
を
「
夢
」
或
い
は
「
夢
の
世
界
」
で
表
象
す
る
同
類
の
文
例
に
は
、

⑥
如
幻
酔
客
眠
昏
於
無
明
暗
室
憂
長
夜
叵
曉
。
如
夢
貧
商
跉
廻
于
妄
想
寒
里
傷
暖
春
遲
来
［
中
略
］
妄
執
毒
醴
染
酔
。（
如に

よ
げ
ん幻

の
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酔す
い
か
く客

は
無
明
の
暗
室
に
眠み

ん
こ
ん昏

し
て
、
長ぢ

や
う
や夜

の
曉あ

け
が
た叵

き
こ
と
を
憂
へ
、
如に

よ
む
　夢
の
貧ひ

ん
し
や
う商

は
妄
想
の
寒か

ん
り
　里

に
跉り

や
う
く
わ
い

廻
し
て
、
暖だ

ん
し
ゆ
ん春

の
遲
く
来
た
る
こ
と

を
傷い

た

む
。［
中
略
］
妄
執
の
毒ど

く
れ
い醴

に
染ぜ

ん
す
ゐ酔

す

A
Z
B

）
―
『
大
日
経
開
題
（
今
釈
此
経
）』

⑦
哀
哀
末
世
諸
元
元
。
聾
瞽
不
屑
聖
者
言
。
久
酔
無
明
酒
。
不
知
本
覺
源
。
長
眠
三
界
夢
。
永
愛
四
虵
原
。（
哀あ

い
あ
い哀

た
り
末
世
の

諸も
ろ
も
ろの

元げ
ん
げ
ん元

。
聾ろ

う
こ
　瞽

に
し
て
聖
者
の
言こ

と

を
屑

も
の
の
か
ずに

せ
ず
。
久
し
く
無
明
の
酒
に
酔
う
て
、
本
覺
の
源
を
知
ら
ず
。
長
く
三
界
の
夢
に
眠
り
て
、
永
く

四し
　
じ
や
　

虵
の
原
を
愛
す

A
[
B

）
―
「
喜
雨
歌
」『
性
霊
集
』
巻
一

⑧
六
趣
夢
苦
夢
中
極
苦
。
四
生
妄
憂
妄
裏
至
辛
。（
六
趣
の
夢む

　く

　
苦
は
夢
の
中
に
極
め
て
苦
し
み
、
四
生
の
妄ま

う
う
　憂

は
妄
の
裏う

ち

に
至
り
て
辛い

た

む

A
\
B

）
―

『
理
趣
経
開
題
（
生
死
之
河
）』『
法
華
経
開
題
（
開
示
茲
大
乗
経
）』

⑨
夢
中
六
趣
本
多
偽
［
中
略
］
異
生
不
解
此
理
趣　

長
夜
耽
眠
蕩
逸
神
（
夢む

ち
ゆ
う中

の
六
趣
は
本も

と
よ
　り

偽
い
つ
は
り

多
し
［
中
略
］
異い

し
や
う生

此
の
理
趣
を
解さ

と

ら
ず
し
て　

長
夜
に
耽た

ん
み
ん眠

し
て
神し

ん

を
蕩た

う
い
つ逸

す

A
]
B

）
―
『
金
勝
王
経
秘
密
伽
陀
』

⑩
蜃
樓
構
宮
。
夢
幻
築
室
。（
蜃し

ん
ろ
う樓

宮
を
構
へ
夢む

　
げ
ん幻

室
を
築
く

A
^
B

）
―
「
荒
城
大
夫
奉
造
幡
上
佛
像
願
文
」『
性
霊
集
』
巻
七

⑪
夢
郷
之
幻
士
。
影
縣
之
編
戸
。
同
覺
長
眠
。
共
甞
一
味
之
甘
露
。（
夢む
き
や
う郷

の
幻げ

ん
し
　士

、
影え

い
け
ん縣

の
編へ

ん
こ
　戸

、
同
じ
く
長ぢ

や
う
み
ん眠

を
覺さ

ま

し
て
共
に
一
味

の
甘
露
を
甞な

　

め
む

A
_
B

）
―
「
林
學
生
先
考
妣
忌
日
造
佛
飯
僧
願
文
」『
性
霊
集
』
巻
八

⑫
常
酔
三
毒
之
事
荒
獵
幻
野
無
心
歸
宅
。
長
眠
夢
落
覺
悟
何
時
。（
常
に
三
毒
の
事じ

　

に
酔
っ
て
、
幻げ

ん
や
　野

に
荒こ

う
り
よ
う獵

し
て
歸
宅
に
心
無
し
。
長

く
夢ぼ

う
ら
く落
に
眠
り
、
覺
悟
何い

づ
れの

時
ぞ

A
`
B

）
―
『
吽
字
義
』

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
夢
を
「
眠
昏
」「
長
眠
（
不
覚
＝
不
知
本
覺
）」「
暗
室
」「
酔･

酒
」「
妄
想
妄
執
」「
無
明
」
と
関

連
付
け
て
、
こ
れ
を
六
道
輪
廻
（「
六
趣
」）
の
「
極
苦
」
に
等
値
の
も
の
と
表
現
す
る
。
仏
教
教
理
に
忠
実
な
比
喩
と
言
え
る
。

次
の
一
例
は
、
同
じ
く
無
明
妄
想
の
毒
酒
に
夢
を
擬
え
る
が
、
中
国
古
典
の
故
事
を
踏
ま
え
て
出
色
の
効
果
を
発
揮
す
る
。

⑬
徒
縛
妄
想
之
繩
空
酔
無
明
之
酒
。
既
如
夢
中
之
遇
還
似
逆
旅
之
逢
。（
徒

い
た
づ
らに

妄
想
の
繩
に
縛
ら
れ
て
空
し
く
無
明
の
酒
に
酔ゑ

　

へ
り
。
既

に
夢
中
に
遇あ

　へ
る
が
如
し
。
還か

へ

っ
て
逆げ

き
り
よ旅

に
逢
ふ
に
似
た
り

A
a
B

）
―
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
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「
夢
中
之
遇
」
は
『
文
選
』
巻
十
九
の
宋そ

う
ぎ
よ
く玉

作

A
b
B

「
神
女
賦
」「
高
唐
賦
」
に
述
べ
ら
れ
る
女
神
交
歓
談

A
c
B

を
指
す
。
楚
の
襄
王
が

夢
の
中
で
神
女
と
遭
遇
す
る
が
、
覚
醒
後
に
は
霊
女
が
忽
然
と
姿
を
消
し
茫
然
自
失
す
る
。
容
貌
綺
麗
な
る
佳
人
を
寝
て
も
覚
め

て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
内
容

A
d
B

で
、
夢
中
で
神
々
と
出
逢
う
神
人
交
流
の
構
造
（
第
一
節
の
「
一
」）
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
交
感

が
実
体
を
伴
わ
な
い
虚
妄
体
験
、
仏
教
で
説
く
無
明
妄
想
に
当
て
は
め
ら
れ
、
獣
的
な
第
一
異
生
羝
羊
心
の
夢
中
の
極
苦
に
長
眠

す
る
衆
生
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

本
節
の
最
後
の
事
例
は
『
釈
摩
訶
衍
論
』
所
引
の
『
入
楞
伽
経
』
の
経
文
で
あ
る
。

⑭
二
者
夢
言
説
［
中
略
］
大
恵
夢
言
説
者
念
本
受
用
虚
妄
境
界
依
境
界
夢
覺
已
知
依
虚
妄
境
界
不
實
而
生
。（
二
は
夢む

　
ご
ん
せ
つ

言
説
［
中
略
］

大だ
い
ゑ
　恵

、
夢
言
説
と
は
、
本ほ

ん
じ
ゆ
ゆ
う

受
用
虚こ

　
ま
う妄

の
境
界
を
念
じ
て
、
境
界
に
依
て
夢ゆ

め
み
　る

。
覺さ

　

め
已を

は

っ
て
、
虚
妄
の
境
界
に
依
り
て
不ふ

　
じ
つ實

な
り
と
知
っ
て
而し

か

も

生
ず

A
e
B

）
―
『
弁
顕
密
二
教
論
』
巻
上

空
海
が
重
視
し
た
『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
五
種
言
説
の
一
つ
に
「
夢
」
が
冠
さ
れ
て
お
り
、
大
乗
教
理
の
夢
観
で
あ
る
「
夢
＝
虚

妄
境
界
」
が
、
空
海
の
思
考
の
根
底
に
し
か
と
存
在
す
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
る
一
節
と
な
っ
て
い
る
。

四
、
空
海
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
夢
②
：
無
常
観
を
含
む
夢
と
通
い
路
と
し
て
の
夢

夢
の
虚
妄
性
と
い
う
仏
教
の
基
本
概
念
に
加
上
す
る
形
で
、「
夢
」
に
生
死
の
無
常
を
詠
嘆
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
加
さ
れ
る

A
f
B

こ
と
が
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
無
常
観
を
含
み
持
つ
夢
の
表
現
と
、
更
に
生
命
を
絶
つ
暴
力
性
を
包
含
し
た
表
現
を
提
示
し
、

無
常
暴
戻
な
生
死
の
獄
を
超
克
し
た
先
に
、
仏
の
悟
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
美
し
い
事
例
を
紹
介
す
る
。
併
せ
て
、
第
一
節
「
五
」

の
夢
の
通
い
路
の
文
例
を
こ
こ
で
例
示
す
る
。

命
の
儚
さ
を
夢
幻
と
譬
え
、
無
常
の
風
に
身
体
が
脆
く
も
滅
び
去
る
定
め
を
述
べ
る
文
を
引
く
。
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⑮
此
身
脆
如
泡
沫
。
吾
命
假
如
夢
幻
。
無
常
之
風
忽
扇
四
大
瓦
解
。（
此
の
身
の
脆も

ろ
きこ

と
泡ほ

ふ
ま
つ沫

の
如
く
、吾わ

が

命い
の
ちの
假け

な
る
こ
と
夢
幻

A
g
B

の
如
し
。

無む
じ
や
う常

の
風か

ぜA
h
B

忽
た
ち
ま
ちに

扇あ
ふ

げ
ば
、
四
大
瓦か

わ
ら
　の

ご
と
く
に
解と

く

A
i
B

）
―
『
教
王
経
開
題
』、「
講
演
仏
経
報
四
恩
徳
表
白
」『
性
霊
集
』
巻
八

五
蘊
仮
和
合
の
肉
体
は
、
四
大
不
調
に
由
り
あ
っ
と
い
う
間
に
生
命
を
奪
わ
れ
、
輪
廻
の
苦
海
に
沈
淪
す
る
に
至
る
。
此
の
度

の
生
は
一
夜
の
夢
の
如
く
に
潰
え
去
り
、
実
体
の
な
い
幻
の
よ
う
に
儚
い
。
歎
け
ど
も
逝
け
る
人
は
戻
ら
ず
、
返
魂
の
願
い
も
空

し
く
遺
さ
れ
た
者
は
悲
哀
に
腸
を
断
つ
。

⑯
雖
云
千
空
生
死
之
夢
。
万
觀
陽
炎
之
假
。
天
性
之
悲
易
感
。
鍾
愛
之
哀
難
抑
。
雖
朝
夕
流
淚
日
夜
含
。
無
益
亡
魂
。（
千ち

た
び

生し
や
う
じ死

の
夢
を
空
し
く
し
、
万

よ
ろ
づ
た
び

陽や
う
え
ん炎

の
假
な
る
こ
と
を
觀
ず
と
云
ふ
と
雖い

へ
ど
　も

、
天
性
の
悲

か
な
し
び感

じ
易
く
、
鍾し

や
う
あ
い愛

の
哀

あ
は
れ
び抑

へ
難
し
。
朝て

う
せ
き夕

に
涙な

ん
だを

流
し
、

日
夜
に
慟い

た
みを

含ふ
く

む
と
雖
も
、亡ぼ

う
こ
ん魂

に
益え

き

無
し

A
j
B

）
―
『
法
華
経
開
題
（
殑
河
女
人
）』、「
三
嶋
大
夫
為
亡
息
女
書
写
供
養
法
華
経
講
説
表
白
文
」『
性
霊
集
』

巻
八

生
も
死
も
永
続
し
な
い
仮
の
夢
、
つ
ま
り
此
の
世
と
冥
界
を
行
き
来
す
る
生
死
そ
の
も
の
が
無
常
な
る
夢
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

⑰
飄
蕩
染
海
随
衆
緣
以
起
滅
［
中
略
］
十
二
因
緣
化
生
死
迷
夢
。（
飄へ

う
た
う蕩

た
る
染せ

ん
か
い海

［
迷
妄
の
世
界
］
は
衆し

ゆ
え
ん縁

に
随
っ
て
以
て
起き

　
め
つ滅

す
［
中
略
］

十
二
の
因
縁
は
生し

よ
う
じ死
を
迷め

い
む
　夢

に
化け

　

す

A
k
B

）
―
「
為
亡
弟
子
智
泉
達
嚫
文
」『
性
霊
集
』
巻
八

そ
し
て
、
無
常
短
促
な
る
生
命
が
連
環
す
る
こ
の
生
死
輪
廻
の
大
海
（「
染
海
」）
は
、
則
ち
迷
妄
の
境
界
・
幻
の
世
界
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
迷
夢
」
と
表
現
さ
れ
る
所
の
十
二
因
縁
所
成
の
虚
妄
の
存
在
が
横
溢
す
る
夢
の
領
域
で
あ
る
。
仏
教
教
理
の
理
知
的
な

把
握
で
は
、夢
は
無
明
妄
想
に
化
作
さ
れ
た
生
死
の
因
分
（
生
死
流
転
の
原
因
）
で
あ
り
、人
間
の
感
情
面
で
は
、夢
が
引
き
起
こ
す「
三

界
に
輪
轉
し
四
生
に
沈
溺

A
l
B

」
す
る
惨
状
を
前
に
し
て
、
衆
生
は
己
が
「
蜉か

げ
ろ
う蝣

の
短
き
齡よ

は
ひ」

を

A
m
B

悲
嘆
し
、
肉
親
と
の
離
別
に
慟
哭
す

る
（「
心し

ん
か
ん肝

父
を
離
れ
、
母
を
離
る
る
哭こ

く

に
爛た

だ

れ
、
涕て

い
る
い涙

偶こ
う

［
配
偶
者
］
を
喪う

し
な
　ひ

、
子
を
喪
ふ
悲

か
な
し
びに

溢い
つ

せ
り

A
n
B

」）。「
生
死
迷
夢
」
は
誠
に
人
間
の
悲

哀
苦
悩
の
源
と
し
て
、
こ
れ
を
厭
離
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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空海における夢の諸相（小渕）

⑱
我
由
無
明
妄
三
業　

夢
裏
造
作
衆
多
悪
（
我
、
無
明
の
妄ま

う
さ
ん
ご
ふ

三
業
に
由よ

り

て　

夢
の
裏う
ち

に
衆し

ゆ
た
　多

の
悪
を
造ざ

う
さ
　作

す

A
o
B

）
―
『
金
勝
王
経
秘
密
伽
陀
』

⑲
或
時
夢
渇
乏　

得
遇
清
流
水　

或
時
夢
身
飢　

天
厨
飡
百
味　

或
時
見
恩
愛　

涕
泣
而
流
涙
［
中
略
］
不
覺
睡
中
起　

道
無
了

然
見
［
中
略
］
夢
従
心
想
生
。（
或
る
時
は
渇
乏
し
て
清せ

い
り
ゆ
う
す
い

流
水
に
遇あ

　

ふ
こ
と
を
得
と
夢
み　

或
る
時
は
身み

　

飢う
　

ゑ
て
天て

ん

厨ち
う

に
し
て
百
味
を
飡く

ら

ふ
と

夢
み　

或
る
時
は
恩お

ん
あ
い愛

を
見
、
涕て

い
き
ふ泣

し
て
而
も
涙な

ん
だを

流
し
［
中
略
］
覺お

ぼ

へ
ず
睡
中
よ
り
起
き
て
了れ

う
ぜ
ん然

と
し
て
見
る
こ
と
無
し
と
道い

　

ふ
［
中
略
］
夢

は
心し
ん
さ
う想
従
り
生
ず

A
p
B

）
―
『
宗
秘
論
』

生
死
は
不
断
に
繰
り
返
さ
れ
る
夢
の
中
の
無
言
劇
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
文
例
⑲
は
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。

次
の
文
例
は
、
老
荘
的
な
語
彙
を
用
い
て
命
の
仮
現
な
る
実
相
を
夢
に
結
び
つ
け
る
。

⑳
兩
鼠
争
伐
於
命
藤
。
既
知
夢
蝶
之
非
我
。
還
驚
谷
神
之
忽
休
。（
兩り

や
う
そ鼠

命め
い
と
う藤

を
争
い
伐き

　

る
。
既
に
夢ぼ

う
て
ふ蝶

の
我
に
非
ざ
る
こ
と
を
知
っ
て

還か
へ

っ
て
神し

ん

を
谷や

し
な
　ふ

こ
と
の
忽

た
ち
ま
ちに

休き
う

す
る
に
驚
く

A
q
B

）
―
「
爲
酒
人
内
公
主
遺
言
」『
性
霊
集
』
巻
四

酒
人
内
公
主
［
光
仁
天
皇
の
皇
女
に
し
て
異
母
兄
の
桓
武
天
皇
妃
］
の
命
終
遠
か
ら
ざ
る
こ
と
を
述
べ
る
一
節
で
あ
る
。「
兩
鼠
」
は
人

の
命
が
儚
く
刻
々
と
死
が
接
近
す
る
意
の
格
言「
二
鼠
藤
を
噛
む

A
r
B

」を
指
し
、「
谷
神
」は
万
物
を
生
み
出
す
場
所
の
意

A
s
B

で
用
い
ら
れ
、

こ
こ
で
は
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
創
出
す
る
働
き
が
停
止
し
た
旨
を
述
べ
る
。

「
夢
蝶
」
は
第
一
節
「
六
」
で
言
及
し
た
『
荘
子
』
の
胡
蝶
の
夢
を
言
う
。
夢
の
中
に
荘
周
が
蝶
と
な
る
の
か
、
或
い
は
蝶
が

実
は
荘
周
（
荘
子
）
の
本
体
で
あ
る
の
か
、
弁
別
不
能
を
描
出
す
る
寓
話
の
基
本
設
定
が
夢
の
曖
昧
な
多
義
性
を
前
提
に
す
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
和
朝
に
於
い
て
荘
子
の
「
夢
蝶
」
が
、
生
死
の
無
常
概
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た

A
t
B

こ
と
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。

次
に
、
生
死
輪
廻
の
苦
を
齎
す
「
夢
」
の
性
格
を
端
的
に
表
明
す
る
文
を
検
討
す
る
。
ほ
ぼ
同
一
の
文
脈
で
、
盛
ん
に
迷
妄
如

幻
の
冥
暗
に
誘
致
す
る
夢
の
働
き
が
、「
夢
虎
」
の
語
彙
で
表
明
さ
れ
る
。

㉑
生
住
夢
虎
呑
有
有
於
着
愛
。
異
滅
毒
龍
吸
我
我
於
無
知
。（
生し

や
う

住ぢ
ゆ
う
　の
夢む

　
こ
　虎

は
有
有
を
着ち

や
く
あ
い愛	

に

A
u
B

呑の
 
　み

、
異い

　
め
つ滅

の
毒ど

く
り
ゆ
う龍

は

A
v
B

我
我
を
無
知
に
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吸
ふ

A
w
B

）
―
『
教
王
経
開
題
』

こ
れ
と
全
く
同
一
の
表
現
が
、
三
本
の
開
題
テ
ク
ス
ト
（『
理
趣
経
開
題
〈
生
死
之
河

A
x
B

〉』『
法
華
経
開
題
（
開
示
茲
大
乗
経

A
y
B

）』『
梵
網
経
開

題
A
z
B

』）
に
見
出
さ
れ
、
更
に
類
同
す
る
表
現
、

㉒
三
界
夢
虎
呑
我
我
於
封
執
。
四
大
毒
龍
吸
有
有
於
着
愛
。
永
眠
如
床
覺
悟
無
日
。
久
迷
苦
衢
還
家
無
時
。（
三
界
の
夢
虎
は
我
我

を
封ほ

ふ
し
ふ執

に
呑
み
、
四
大
の
毒
龍
は
有
有
を
着
愛
に
吸
ふ
。
永
く
如に

よ
し
や
う床

に
眠
っ
て
覺
悟
に
日ひ

　

無
く
、
久
し
く
苦く

　
く
　衢

に
迷
ひ
て
家
に
還か

へ

る
に
時と

き

無
し

A
{
B

）

―
『
法
華
経
開
題
（
重
円
性
海
）』

㉓
夢
虎
森
羅
三
界
之
區
空
華
照
灼
四
生
之
宅
。
我
我
之
執
弥
固
其
根
有
有
之
迷
重
繁
其
葉
。（
夢
虎
三
界
の
區ち

ま
たに

森
羅
し
、
空く

う
げ
　華

四
生

の
宅た

く

に
照せ

う
し
や
く灼

す
。
我
我
の
執し

ふ

弥
い
よ
い
よ

其
の
根
を
固
ふ
し
、
有
有
の
迷め

い

重
ね
て
其
の
葉
を
繁し

げ

く
す

A
|
B

）
―
『
平
城
天
皇
灌
頂
文
』
第
二
文

も
見
出
さ
れ
る
か
ら
、「
夢
虎
」
が
空
海
の
常
用
す
る
比
喩
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

生
住
異
滅
の
四
相
は
、
生
老
病
死
に
類
し
て
諸
法
が
生
成
変
化
し
て
消
滅
す
る
過
程
を
総
括
す
る
が
、
そ
の
生
死
転
変
を
空
海

は
「
夢
虎
」「
毒
龍
」
で
象
徴
的
に
表
現
し
、
そ
れ
を
「
三
界
」
に
「
永
眠
」
す
る
迷
妄
不
覚
の
状
態
に
連
関
さ
せ
る
。「
夢
虎
」

の
典
拠
は
、
恐
ら
く
道
宣
撰
『
広
弘
明
集
』
所
録
の
仙
城
山
善
光
寺
の
釈
慧
命

A
}
B

（
五
三
一
―
五
六
七
）
作
の
「
詳
玄
賦
」
中
の
章
句
、

＊
悼
禀
識
之
多
迷
。慨
群
生
之
少
慧
。保
一
異
之
四
邪
。起
斷
常
之
雙
計
。怖
夢
虎
於
長
眠
。翫
空
花
於
久
翳
。縈
結
纒
而
未
解
。

任
漂
流
而
莫
濟

A
~
B

。

に
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

出
典
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
空
海
の
文
例
㉑
～
㉓
で
は
、
短
促
無
常
な
る
人
間
の
生
命
の
儚
さ
と
そ
れ
を
奪
い
去
る
凶
暴
な
力

を
、「
夢
」
が
惹
起
す
る
無
明
煩
悩･

迷
妄
不
覚
の
辛
苦
に
上
手
く
繋
げ
る
た
め
に
、
猛
獣
「
虎
」「
龍
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

大
変
印
象
的
な
比
喩
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
全
く
以
て
至
上
無
比
の
光
耀
と
共
に
絶
精
の
挽
歌
に
読
み
込
ま
れ
た
の
が
、
智
泉

の
た
め
の
達
嚫
文
で
あ
る
。
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㉔
哀
哉
哀
哉
哀
中
之
哀
。
悲
哉
悲
哉
悲
中
之
悲
。
雖
云
覺
朝
無
夢
虎
。
悟
日
莫
幻
象
。
然
猶
夢
夜
之
別
不
忍
不
覺
之
淚
。
巨
壑

半
渡
片
檝
忽
折
。
大
虛
未
淩
一
翎
乍
摧
。
哀
哉
哀
哉
復
哀
哉
。
悲
哉
悲
哉
重
悲
哉
。（
哀あ

は
れ
　な

る
哉か

な

、
哀
な
る
哉
、
哀あ

は
れ
　が

中
の
哀
な
り
。

悲か
な
し
　き

哉
、
悲
き
哉
、
悲ひ

　

が
中
の
悲
な
り
。
覺さ

と
り
　の

朝あ
し
た
　に

は
夢ぼ

う
こ
　虎

無
く
、
悟さ

と
り
　の

日ひ
　

に
は
幻げ

ん
ざ
う象

莫な
　

し
と
云
ふ
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
猶な

お

夢ぼ
う
や
　夜
の
別わ

か
れ
　、

不ふ
　
か
く覺

の

淚な
ん
だ
　に

忍
び
ず
。
巨き

よ
が
く壑

半な
か

ば
渡
っ
て
片へ

ん
し
ゆ
う檝

［
櫂
の
一
つ
＝
智
泉
］
忽

た
ち
ま
ちに

折を
　

れ

A
�
B

、
大た

い
き
よ虚

［
大
虚
空
］
未
だ
凌し

の

が
ざ
る
に
一い

ち
れ
い翎

［
双
翼
の
う
ち
の
片
方

の
羽
翼
＝
智
泉
］
乍

た
ち
ま
ちに

摧く
だ

く
［
弟
子
智
泉
が
先
立
つ
］。
哀
な
る
哉
、
哀
な
る
哉
、
復
た
哀
な
る
哉
。
悲
き
哉
、
悲
き
哉
、
重
ね
て
悲
き
哉

¢
A
£

）
―
「
為

亡
弟
子
智
泉
達
嚫
文
」『
性
霊
集
』
巻
八

鍾
愛
の
弟
子
の
早
逝
を
悼
む
空
海
の
心
情
の
流
露
は
、
ま
こ
と
に
精
純
悽
愴
た
る
玉
韻
で
あ
る
。
珠
玉
の
哀
歌
の
中
で
も
、
特

に
大
師
の
慟
哭
が
滲
み
出
る
こ
の
一
節
に
は
、
我
々
を
し
て
蕭
然
と
涕
泣
せ
し
む
る
腹
爛
肝
銷
の
気
に
溢
れ
る
。
そ
こ
に
「
夢
虎
」

「
夢
夜
」
の
語
が
、
空
海
の
智
泉
を
思
う
連
綿
た
る
未
練
を
仄
聞
さ
せ
る
。
則
ち
、
仏
者
と
し
て
修
行
を
積
ん
だ
大
阿
闍
梨
に
と
っ

て
、
五
蘊
仮
和
合
の
生
身
へ
の
執
着
は
夢
虎･

幻
象
に
脅
か
さ
れ
る
類
の
無
明
煩
悩
の
化
作
で
あ
る
。
須
ら
く
仏
の
教
勅
に
従
い

迷
妄
不
覚
の
状
態
（「
夢
虎
」）
を
遮
断
す
べ
き
で
あ
る
。「
覺
朝
」「
悟
日
」
へ
の
還
帰
の
必
要
性
を
重
重
承
知
す
る
も
の
の
、
今
弟

子
に
し
て
甥
の
智
泉
の
死
に
際
会
し
て
、
断
腸
の
思
い
断
ち
難
く
、
情
愛
の
繋
縛
は
幾
重
に
も
心
を
責
め
る
。
こ
の
現
世
は
仮
初

め
の
夜
で
あ
り
死
別
は
「
夢
夜
の
別
」、
迷
苦
の
世
界
の
虚
妄
の
出
来
事
だ
と
充
分
に
了
知
し
て
は
い
て
も
、
な
お
も
迷
妄
執
着
の

愛
着
の
涙
が
滂
沱
と
流
れ
溢
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
痛
切
に
し
て
複
雑
な
空
海
の
情
志
が「
不
忍
不
覺
之
淚
」の
一
語
に
表
白
さ
れ
る
。

蓋
し
如
来
金
口
に
比
す
べ
き
宝
言
で
あ
ろ
う
。

生
死
迷
夢･

夢
虎
が
転
展
さ
せ
る
無
明
の
幻
野･

長
眠
は
、
絶
望
的
に
激
烈
な
苦
痛
の
極
み
に
衆
生
を
追
い
や
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
度
脱
し
て
「
覺
朝
」
に
到
る
術
が
無
い
で
は
な
い
。
円
満
覚
者
大
日
尊
の
大
慈
大
悲
に
教
導
さ
れ
る
救
済
の
道
で
あ
る
。

㉕
一
念
眠
中
千
萬
夢　

乍
娯
乍
苦
不
能
籌　

人
間
地
獄
與
天
閣　

一
哭
一
歌
幾
許
愁　

睡
裏
實
真
覺
不
見　

還
知
夢
事
虚
狂

優　

無
明
暗
室
長
眠
客　

處
世
之
中
多
者
憂
［
中
略
］
春
榮
秋
落
逝
如
流　

深
修
觀
察
得
原
底　

大
日
圓
圓
万
徳
周
（
一
念
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の
眠ね

む
り
　の

中
に
千
萬
の
夢
あ
り　

乍
た
ち
ま
ちに

娯た
の
し
　み

乍
に
苦
し
ん
で
籌は

か
る
　こ

と
能
は
ず　

人
間
と
地
獄
と
天
閣
と　

一
ひ
と
た
びは

哭こ
く

し
一

ひ
と
た
びは

歌
っ
て
幾い

く
ば
く許

の
愁う

れ
へ
　ぞ　

睡ね
む
り
　の

裏う
ち

に
は
實じ

つ
し
ん真

に
し
て
覺さ

む

れ
ば
見
え
ず　

還か
へ

っ
て
知
ん
ぬ
夢
の
事こ

と

は
虚こ

き
や
う狂
に
し
て
優ゆ

う

な
る
こ
と
を　

無
明
の
暗あ

ん
し
つ室

の
長ぢ

や
う
み
ん眠

の
客か

く　

世
の
中
に

處を
い

て
多
か
る
者
は
憂う

れ
へ
　な

り
［
中
略
］
春
は
榮え

い

え
秋
は
落
つ
逝ゆ

　

い
て
流り

う

の
如
し　

深
く
修
し
て
觀
察
す
れ
ば
原げ

ん
て
い底

を
得う　

大
日
圓ゑ

ん
ゑ
ん圓
と
し
て
万ま

ん
ど
く徳

周あ
ま
ね
　し

）
¢
B
£

―
「
詠
十
喩
詩
」
―
「
詠
如
夢
喩
」『
性
霊
集
』
巻
十

眠
り
の
中
で
の
悲
喜
こ
も
ご
も
の
「
千
萬
の
夢
」、
そ
れ
は
夢
見
て
い
る
間
は
真
実
の
も
の
と
知
覚
さ
れ
る
素
晴
ら
し
い
（「
優
」）

も
の
だ
が
、
醒
め
て
み
れ
ば
全
て
が
消
え
去
る
不
実
（「
虚
狂
」）
の
幻
影
で
あ
る
。
夢
に
誑
か
さ
れ
る
者
は
、
無
明
冥
闇
に
迷
う
不

知
不
覚
の
幻
客
（「
無
明
暗
室
長
眠
客
」）、
本
源
に
辿
り
着
け
な
い
憂
悶
に
懊
悩
す
る
迷
子
。
し
か
し
仏
の
教
え
を
如
法
に
修
し
、
観

行
に
勤
め
れ
ば
、
辿
り
つ
く
べ
き
帰
趣
（「
原
底
」）
が
得
ら
れ
る
、
つ
ま
り
大
日
如
来
の
万
徳
具
足
し
た
曼
荼
羅
の
み
も
と
に
帰
入

合
一
で
き
る
。
こ
こ
で
は
終
句
の
「
大
日
圓
圓
万
徳
」
が
燦
然
と
輝
い
て
、
頗
る
明
朗
溌
溂
た
る
光
照
を
以
て
求
菩
提
の
薩
埵
の

道
標
と
な
っ
て
い
る
。
美
し
く
も
麗
澤
な
詩
句
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
本
節
の
最
後
に
、
生
死
無
常
の
概
念
と
は
一
応
切
り
離
さ
れ
た
、
夢
の
機
能
「
夢
の
通
い
路
」
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

こ
れ
は
、
夢
の
中
で
魂
が
遊
離
し
、
時
空
を
超
え
た
異
境
界
に
飛
翔
し
て
あ
こ
が
れ
の
対
象
に
遭
遇
す
る
事
柄
の
こ
と
を
指
す
。

㉖
白
雲
在
天
滄
海
渺
然
夢
魂
易
接
。
心
使
豈
隔
。（
白
雲
天
に
在
り
、
滄そ

う
か
い海

渺び
や
う
ぜ
ん然

た
れ
ど
も
夢む

　
こ
ん魂
接ま

じ
は
　り
易
し
。
心
使
豈あ

に

隔
て
ん
や

¢
C
£

）
―
『
高

野
雑
筆
集
』
巻
上

㉗
入
観
之
外
特
思
其
人
。
雲
嶺
萬
仞
花
城
數
百
。
夢
魂
心
使
何
時
不
通
。（
入に

ふ
く
わ
ん観

の
外ほ

か

特
に
其
の
人
を
思
ふ
。
雲う

ん
れ
い嶺

萬ま
ん
じ
ん仞

に
し
て
花け

じ
や
う城

數

百
な
り
。
夢む

　
こ
ん
し
ん
し
　

魂
心
使
何
れ
の
時
に
か
通
ぜ
ざ
ら
ん

¢
D
£

）
―
『
高
野
雑
筆
集
』
巻
下

㉘
同
法
同
門
喜
遇
深　

遊
空
白
霧
忽
歸
岑　

一
生
一
別
難
再
見　

非
夢
思
中
數
數
尋
（
同
法
同
門
遇あ

　

ふ
を
喜
ぶ
こ
と
深
く　

空
に
遊
ぶ

白は
く
む
　霧

忽た
ち
ま
ちに

岑み
ね

に
歸
る　

一
生
一い

ち
べ
つ別

再
び
は
見あ

　

ひ
難
し　

夢
に
非
ず
思し

ち
ゆ
う中
に
數し

ば
し
ば數

尋
ね
む

¢
E
£

）
―
「
留
別
青
龍
寺
義
操
闍
梨
」『
拾
遺
雑
集
』

書
簡
や
贈
答
詩
の
中
で
の
文
言
で
あ
り
、
交
際
上
の
定
型
表
現
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
が
、「
夢
魂
」「
心
使
」
あ
る
い
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は
夢
と
同
列
の
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
る
「
思
中
」
の
語
彙
が
、
遠
く
隔
た
っ
た
知
友
に
、
夢
や
思
念
の
中
で
必
ず
出
会
え
る
の

だ
と
い
う
当
時
の
共
通
認
識
が
窺
い
知
れ
る
。

漢
和
の
夢
信
仰
の
古
層
に
底
流
す
る
「
夢
で
他
者
に
逢
う
」
と
い
う
事
例
で
あ
り
、
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
他
者
」
は

現
実
の
知
己
か
ら
容
易
に
「
聖
な
る
存
在
」「
神
仏
」
に
置
換
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

五
、
空
海
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
夢
③
：
Ｂ
．聖
人
入
胎
夢

釈
尊
の
出
生
に
纏
わ
る
託
胎
霊
夢
の
伝
承
は
、
こ
れ
を
踏
襲
す
べ
き
祖
型
と
し
て
仏
教
信
仰
の
中
で
継
続
し
て
再
生
産
さ
れ
て

き
た
。
則
ち
、
高
徳
の
仏
者
の
誕
生
説
話
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
、
母
親
懐
妊
の
際
の
瑞
夢
の
要
素
が
組
み
込
ま
れ
る

の
で
あ
る
。

空
海
の
著
作
に
も
、
祖
師
伝
の
形
で
複
数
の
聖
人
入
胎
夢
が
紹
介
さ
れ
る
。
不
空
三
蔵
の
懐
胎
が
、

㉙
［
不
空
三
蔵
］
母
氏
遇
相
者
曰
。
尒
［
爾
］
必
當
生
菩
提
薩
埵
。
言
已
便
失
。
數
日
之
後
果
夢
。
佛
微
笑
眼
光
灌
頂
。
既
寐
猶

覺
。
室
明
如
晝
。
因
而
孕
焉
。（
母も

　
し
　氏

、
相さ

う
じ
や者

［
人
相
見
］
に
遇あ

　

ふ
て
曰
く
、
尒な

ん
ぢ
　必

ら
ず
當ま

さ

に
菩
提
薩
埵
を
生
む
べ
し
と
。
言こ

と

已を
は

っ
て
［
相
者
］

便す
な
は
　ち

失し
つ

せ
り
。
數
日
の
後
に
、果は

た

し
て
夢
に
み
る
。
佛ほ

と
け
　微め
　
せ
う笑

し
て
眼が

ん
こ
う光　

頂
い
た
だ
き

に
灌そ

そ

ぐ
。
既
に
寐い

ね

て
覺さ

め

る
が
猶ご

と

し
、室し

つ

の
明
ら
か
な
る
こ
と
晝ひ

る

の
如
し
。

因よ
つ

て
孕は

ら
め
　り

）

¢
F
£

―
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
（
広
付
法
伝
）』
巻
二

と
語
ら
れ
、
一
行
禅
師
の
場
合
も
、

㉚［
一
行
禅
師
］其
母
曰
。
吾
夢
寐
徴
兆
此
兒
必
為
國
師
。
勿
妄
舉
之
。
後
必
成
大
器［
中
略
］其
後
遂
為
國
師
果
如
母
言
。（
其
の［
一

行
］
母
の
曰
く
、
吾
が
夢
に
徴ち

よ
う
て
う兆
を
寐み

　

し
に
、
此
の
兒こ

　

は
必
ず
國
師
と
為な

　

ら
ん
、
妄み

だ
り
　に

之
を
舉き

よ

［
地
方
官
に
推
薦
］
す
る
こ
と
勿な

か

れ
、
後
に
必
ず

大
器
を
成
ぜ
む
と
。［
中
略
］
其
の
後
、
遂つ

ひ

に
國
師
と
為
り
、
果は

た

し
て
母
の
言
ひ
し
が
如
し

¢
G
£

）
―
『
真
言
付
法
伝
（
略
付
法
伝
）』
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と
描
か
れ
る
。

付
法
伝
は
真
言
教
法
の
相
承
の
正
統
を
広
宣
す
る
為
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
撰
述
し
た
空
海
が
正
し
い
と
確
証
す
る
説
話
で
構

成
さ
れ
る
。
夢
告
げ
若
し
く
は
瑞
夢
に
よ
る
祖
師
の
誕
生
予
知
は
、
先
師
の
偉
大
さ
の
証
で
あ
る
。
空
海
自
身
が
入
胎
夢
の
現
実

性
を
是
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
文
例
に
も
確
か
め
ら
れ
る
。

㉛
法
諱
勤
操［
中
略
］初
母
氏
無
嗣
。
中
心
憂
之
。
數
詣
駕
龍
寺
玉
像
前
。
香
花
表
誠
。
精
勤
祈
息
。
夜
夢
明
星
入
懐
。
遂
乃
有
娠
。

（
法
の
諱い

み
な

勤ご
ん
ざ
う操

［
中
略
］
初
め
母は

は
う
じ氏

嗣つ
ぎ

無
し
、
中
心
に
之
を
憂う

れ

ふ
。
數

し
ば
し
ば	

駕か
り
ゆ
う
じ
　

龍
寺
に
詣
で
て
玉ぎ

よ
く
ざ
う像

の
前
に
し
て
香か

う
け
　花

を
も
て
誠ま

こ
とを

表へ
う

し
、
精せ

い
き
ん勤

し

て
息そ

く

を
祈
る
［
子
息
の
懐
胎
を
願
う
］。
夜よ

る

夢ゆ
め
み
　ら
く
明み

よ
う
じ
よ
う
星

懐ふ
と
こ
ろに
入
る
。
遂
に
乃す

な
は
　ち

娠は
ら
める

こ
と
有
り

¢
H
£

）
―
「
故
贈
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
幷
序
」『
性

霊
集
』
巻
十

三
論
宗
の
勤
操
大
徳
（
七
五
四
―
八
二
七
）
は
空
海
の
師
僧
に
も
擬
せ
ら
れ
、
空
海
と
非
常
に
縁
の
深
い
高
僧
で
あ
る
。
そ
の
卒

伝
に
か
く
の
如
き
の
霊
夢
を
記
す
こ
と
は
、
夢
の
徴
を
空
海
自
身
も
重
視
し
て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。

上
古
か
ら
平
安
期
の
聖
人
伝
に
入
胎
夢
が
記
さ
れ
る
の
は
、

＊
聖
徳
太
子

¢
I
£　

＊
円
珍

¢
J
£　

＊
安
然

¢
K
£　

＊
栄
西

¢
L
£　

＊
源
信

¢
M
£　

＊
法
然

¢
N
£　

＊
親
鸞

¢
O
£

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
入
胎
夢
が
果
た
し
て
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
で
は
な
く
、
世
に
隠
れ
無
い
高
僧
で
あ
れ
ば
、
必

然
的
に
懐
胎
の
際
に
梵
僧
の
出
現
な
ど
の
瑞
兆
が
夢
を
通
し
て
示
さ
れ
る
の
が
普
通
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
基

盤
に
鑑
み
れ
ば
、
空
海
の
伝
記
類
に
入
胎
夢
が
見
出
さ
れ
る
の
も
、
至
極
当
然
と
判
断
さ
れ
る
。

㉜
今
は
昔
、弘
法
大
師
と
申
す
聖ひ

じ
り
　御

け
り
。
俗
姓
は
佐
伯
の
氏
。
讃
岐
の
國
多た

　
ど
　度

の
郡
屏
風
の
浦
の
人
也
。
初
め
、母
阿あ

　
と
　刀

の
氏
、

夢
に
聖
人
来
て
胎
の
中
に
入
る
と
見
て
懐
妊
し
て
生
ぜ
り

¢
P
£

。

㉝
夫
以
吾
昔
得
生
在
父
母
家
時
。
生
年
五
六
之
間
夢
常
見
。
居
㘴
八
葉
蓮
花
之
中
諸
佛
共
語
也
。
雖
然
専
不
語
父
母
況
語
他
人
。

此
間
父
母
偏
悲
字
号
貴
物
多
布
度
毛
能
止
。
年
始
十
二
。
爰
父
母
曰
。
我
子
是
昔
可
佛
弟
子
。
以
何
知
之
。
夢
見
從
天
笠
國
聖
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人
僧
来
入
我
等
懐
。
如
是
任
胎
産
生
子
也
。
然
則
賷
此
子
将
作
佛
弟
子
吾
若
少
之
耳
聞
喜
以
埿
土
常
作
佛
像
造
宅
邊
童
堂
安

置
彼
内
奉
礼
爲
事
。（
夫
れ
以

を
も
ん
み
れば

、
吾わ

れ

昔
生し

や
うを

得
て
父ぶ

　
も
　母

の
家
に
在
り
し
時
に
、
生
年
五
六
の
間
、
夢
に
常
に
見
き
。
八は

ち
え
ふ葉

の
蓮
花
の
中
に

居こ
　
ざ
　㘴

し
て
諸
佛
と
共
に
語

も
の
が
た
りす

と
。
然
り
と
雖
も
専も

は
ら父

母
に
語
ら
ず
、
況
や
他
人
に
語
ら
む
や
。
此
の
間
、
父
母
偏ひ

と
へに	

悲か
な
し
びて

字あ
ざ
な
　を

貴た
ふ
と
も
の

物
〈
多
布
度

毛
能
止
〉
と
号
す
。
年と

し

始
め
て
十
二
な
り
き
。
爰こ

こ

に
父
母
の
曰
く
、「
我
が
子こ

　

は
是
れ
昔
、
佛
弟
子
な
る
可
し
。
何
を
以
て
か
之
を
知
る
と
な
ら
ば
、

夢
に
天て

ん
ぢ
く
こ
く

笠
國
從
り
聖せ

い
じ
ん人
の
僧
来
り
て
我わ

れ
ら
　等
が
懐

ふ
と
こ
ろに
入
る
と
見
き
。
是
の
如
く
し
て
任に

ん
た
い胎
し
産
生
せ
る
子こ

　

な
り
。
然し

か
れ
　ば

則
ち
此
の
子
を
賷も

た
ら
　し

て
将ま

さ

に

佛
弟
子
と
作な

　

さ
ん
」
と
。
吾わ

れ

、
若に

や
く
せ
う少

の
耳
に
聞
き
喜
ん
で
、
埿
土
を
以
て
常
に
佛
像
を
作
り
、
宅い

へ

の
邊ほ

と
り
　に

童わ
ら
は
だ
う堂

を
造
っ
て
彼
の
内
に
安あ

ん
ち
　置

し
て

礼
し
奉
る
を
事こ

と

と
爲し

　

き
¢
Q
£

）
―
『
御
遺
告
』

文
献
ソ
ー
ス
が
説
話
集
『
今
昔
物
語
』
や
大
師
擬
作
の
『
御
遺
告
』
で
あ
っ
て
も
、
か
く
の
如
く
信
仰
さ
れ
た
大
師
御
懐
胎
時

の
瑞
兆
は
、
聖
人
信
仰
の
歴
史
的
文
脈
に
適
う
真
正
な
る
伝
承
を
構
築
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

六
、
空
海
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
夢
④
：
Ｃ
．感
得
伝
法
夢

最
後
に
、
夢
の
中
で
教
法
の
相
承
が
行
わ
れ
た
旨
を
示
す
文
例
を
列
挙
す
る
。
空
海
の
著
作
で
「
感
得
伝
法
夢
」
の
最
た
る
も

の
は
、
恵
果
和
尚
か
ら
の
遺
命
の
場
面
で
あ
る
。

『
請
来
目
録
』
で
は
、

㉞
去
年
十
二
月
望
日
蘭
湯
洗
垢
結
毗
廬
遮
那
法
印
右
脇
而
終
。
是
夜
於
道
場
持
念
。
和
尚
宛
然
立
前
告
曰
。
我
与
汝
久
有
契
約

誓
弘
密
蔵
。
我
生
東
國
必
為
弟
子
。
委
曲
之
言
更
不
煩
述
。（
去い

ん
じ

年と
し

［
八
〇
五
］
十
二
月
望ば

う
じ
つ日

［
十
五
日
］、
蘭ら

ん
と
う湯

に
垢
を
洗
ひ
て
、
毗

廬
遮
那
の
法
印
を
結
ん
で
、
右う

　
け
う脇

に
し
て
終を

は
ん
　ぬ

［
示
寂
す
］。
是こ

　
よ
ひ夜
、
道だ

う
じ
や
う場
に
於
て
持ぢ

　
ね
ん念
す
る
に
、
和か

し
や
う尚
宛え

ん
ぜ
ん然
と
し
て
前
に
立
ち
て
告
げ
て
曰
く
、

「
我
と
汝
と
久
し
く
契け

い
や
く約

有
り
て
、
誓
ふ
て
密み

つ
ざ
う蔵

を
弘ひ

ろ

む
。
我
、
東と

う
ご
く國

［
日
本
］
に
生む

ま

れ
て
必
ら
ず
［
汝
空
海
の
］
弟
子
と
為な

　

ら
ん
」
と
。
委い

き
よ
く曲

の
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言こ
と
ば

更
に
煩
は
し
く
述
べ
ず

¢
R
£

）
―
『
請
来
目
録
』

と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
夢
の
中
で
」
と
明
確
に
記
さ
れ
は
し
な
い
が
、
既
に
第
一
節
「
十
二
」
で
触
れ
た
如
く
、
仏
者
の

三
摩
地
修
法
の
範
疇
で
は
、
睡
眠
中
の
夢
見
の
体
験
と
修
行
中
の
深
い
瞑
想
体
験
と
は
全
く
同
レ
ベ
ル
の
心
的
経
験
と
理
解
さ
れ

る
。
道
場
で
「
持
念
」
す
る
空
海
の
前
に
立
ち
現
れ
た
亡
き
恵
果
和
尚
は
、
確
か
に
師
と
弟
子
の
間
の
宿
契
を
夢
告
げ
す
る
霊
夢

の
顕
現
で
あ
っ
て
、
互
い
に
師
と
な
り
弟
子
と
な
り
、
真
言
密
教
の
弘
法
に
努
め
る
責
務
を
宣
告
す
る
。
こ
れ
は
空
海
が
真
言
第

八
祖
で
あ
る
こ
と
の
夢
に
よ
る
証
明
で
あ
り
、
こ
の
一
文
が
上
奏
文
と
い
う
公
文
書
に
収
め
ら
れ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
自

ら
の
存
在
証
明
を
夢
に
よ
っ
て
保
証
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。

「
恵
果
和
尚
碑
文
」
に
は
、
い
ま
少
し
詳
し
い
状
況
が
語
ら
れ
る
。

㉟
弟
子
空
海
［
中
略
］
来
非
我
力
。
歸
非
我
志
。
招
我
以
鉤
。
引
我
以
索
。
泛
舶
之
朝
。
數
示
異
相
。
歸
帆
之
夕
。
縷
説
宿
縁
。

和
尚
掩
色
之
夜
。於
境
界
中
告
弟
子
曰
。汝
未
知
。吾
與
汝
宿
契
之
深
乎
。多
生
之
中
相
共
誓
願
。弘
演
密
蔵
。彼
此
代
爲
師
資
。

非
只
一
兩
度
也
。
是
故
勸
汝
遠
渉
。
授
我
深
法
。
受
法
云
畢
。
吾
願
足
矣
。
汝
西
土
也
接
我
足
。
吾
也
東
生
入
汝
之
室
。
莫

久
遅
留
。
吾
在
前
去
。
竊
顧
此
言
。
進
退
非
我
能
。
去
留
随
我
師
。
孔
宣
雖
泥
恠
異
之
説
。
而
妙
幢
説
金
鼔
之
夢
。（
弟
子
空
海［
中

略
］
来き

た

る
こ
と
我
が
力
に
非
ず
、
歸
ら
む
こ
と
我
が
志

こ
こ
ろ
ざ
しに

非
ず
。
我
を
招
く
に
鉤か

う

を
以
て
し
、
我
を
引
く
に
索さ

く

を
以
て
す
。
舶
を
泛う

か

べ
し
朝あ

し
たに

は
、

數し
ば
し
ば

異い
　
さ
う相
を
示
し
、帆
を
歸か

へ

す
夕ゆ

ふ
べに

は
、縷く

は

し
く
宿し

ゆ
く
え
ん縁

を
説
く
。
和
尚
掩え

ん
し
よ
く色［

入
滅
］
の
夜
、境き

や
う
が
い界
の
中
に
於
て
弟
子
に
告
げ
て
曰
く
、「
汝な

ん
ぢ［

空
海
］

未
だ
知
ら
ず
や
、
吾わ

れ

［
恵
果
］
と
汝
と
の
宿し

ゆ
く
け
い契

の
深
き
こ
と
を
。
多た

し
や
う生

の
中
に
、
相あ

ひ

共と
も

に
誓
願
し
て
密み

つ
ざ
う蔵

を
弘ぐ

　
え
ん演

す
。
彼か

し
こ

此こ
こ

に
代

か
は
る
が
は
る

師し
　
し
　資

と
爲な

　

る
こ
と
只た

だ

一い
ち
り
や
う
ど

兩
度
の
み
に
非
ず
。
是
の
故
に
汝
が
遠ゑ

ん
せ
ふ渉

を
勸
め
て
、
我
が
深じ

ん
ぽ
ふ法
を
授さ

づ

く
。
受じ

ゆ
ほ
ふ法
云こ

こ

に
畢を

は

ん
ぬ
、
吾
が
願ね

が
ひ
　も

足
ん
ぬ
。
汝
は
西さ

い
ど
　土

［
大

唐
］
に
し
て
我
が
足
を
接せ

つ

す
。
吾
は
東と

う
せ
い生

［
日
本
に
生
ま
れ
］
し
て
汝
が
室し

つ

に
入
ら
む
。
久
し
く
遅ち

り
ゆ
う留

す
る
こ
と
莫な

か

れ
。
吾
前さ

き

に
在
っ
て
去い

　

な
む
」

と
。
竊ひ

そ
かに

此
の
言こ

と

を
顧

か
へ
り
みる

に
、
進し

ん
た
い退

我
が
能あ

た

ふ
る
に
非
ず
。
去き

よ
り
ゆ
う留

我
が
師
に
随し

た
が
　ふ

。
孔こ

う
せ
ん宣

［
孔
子
］
は
恠く

わ
い
ゐ異

の
説
に
泥な

づ

む

¢
S
£

と
雖
も
、
而
も
妙め

う
ど
う幢

は

金こ
ん
ぐ
　鼔
の
夢

¢
T
£

を
説
く

¢
U
£

）
―
「
恵
果
和
尚
碑
文
」『
性
霊
集
』
巻
二
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空海における夢の諸相（小渕）

師
恵
果
と
空
海
の
間
の
「
多
生
」
に
亙
る
「
宿
契
」、
則
ち
代
わ
る
代
わ
る
師
僧
と
弟
子
（「
師
資
」）
と
相
な
っ
て
密
教
を
「
弘

演
」
し
て
き
た
次
第
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
不
思
議
な
縁
は
、
恵
果
示
寂
の
夜
の
「
境
界
の
中
」
で
弟
子
に
告
げ
ら
れ
る
が
、
師

弟
の
間
柄
の
夢
告
げ
と
同
時
に
「
授
我
深
法
受
法
云
畢
」
と
い
う
真
言
密
教
相
承
の
認
証
が
与
え
ら
れ
る
。
幾
多
の
恵
果
の
弟
子

に
対
し
て
、
偉
大
な
先
師
と
夢
の
中
で
交
信
し
改
め
て
法
教
の
伝
授
さ
れ
た
こ
と
を
宣
言
す
る
。
夢
と
い
う
現
実
を
超
え
た
領
域

が
、
真
言
伝
法
の
正
統
性
を
保
証
す
る
形
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
不
思
議
さ
を
空
海
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
中
の
「
金
鼔
之
夢
」

を
持
ち
出
し
て
強
調
す
る
。
孔
子
は「
怪
力
亂
神
を
語
ら
ず
」と
言
っ
て
此
の
世
の
怪
異
を
論
ず
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
が
、

仏
教
で
は
霊
妙
神
秘
を
是
と
し
て
教
説
の
中
で
夢
の
力
、
夢
に
於
け
る
真
実
の
開
示
と
受
法
を
認
め
て
い
る
、
そ
の
旨
の
文
意
か

ら
、
空
海
が
抱
い
て
い
た
感
得
伝
法
夢
へ
の
深
い
畏
怖
と
信
頼
が
窺
い
知
れ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
密
教
に
入
信
し
て
灌
頂
を
授
か
る
に
は
、
夢
の
良
い
お
告
げ
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。『
大
日
経
』
に
は
、

＊
汝
等
於
明
日　

當
得
大
乘
生　

如
是
教
授
已　

或
於
夢
寐
中
　
覩
見
僧
住
處　

園
林
悉
嚴
好　

堂
宇
相
殊
特　

顯
敞
諸

樓
觀　

幢
蓋
摩
尼
珠　

寶
刀
悦
意
華　

女
人
鮮
白
衣　

端
正
色
姝
麗　

密
親
或
善
友
［
中
略
］
當
與
意
樂
果　

如
是
等
好

相　

宜
應
諦
分
別　

與
此
相
違
者　

當
知
非
善
夢　

善
住
於
戒
者　

晨
起
白
師
已　

師
説
此
句
法　

勸
發
諸
行
人

¢
V
£

と
記
さ
れ
、
灌
頂
の
受
者
が
見
た
夢
の
内
容
の
如
何
に
よ
っ
て
法
の
伝
授
の
実
施
可
否
が
決
定
さ
れ
る
旨
が
説
か
れ
る
。
つ
ま
り
、

好
相
の
夢
を
見
た
者
だ
け
が
曼
荼
羅
に
入
壇
し
て
、
伝
法
灌
頂
を
授
か
る
と
い
う
実
践
的
作
法
が
定
ま
っ
て
い
る

¢
W
£

の
で
あ
り
、
真

言
密
教
の
本
質
は
霊
瑞
を
重
視
す
る
「
不
思
議
眞
言
相
道
法

¢
X
£

」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
夢
は
極
め
て
重
大
な
役
割
を
法
の
相
承
で
果

た
す
の
で
あ
る
。

㊱
衆
生
受
佛
戒　

即
入
諸
佛
位　

善
得
真
言
夢　

同
授
菩
提
記
。（
衆
生
佛
戒
を
受
く
れ
ば
即
ち
諸
佛
の
位ゐ

　

に
入
り
、
善よ

　

く
真
言
の
夢
を
得

れ
ば
同
じ
く
菩
提
の
記き

　

を
授
く
る
な
り

¢
Y
£

）
―
『
宗
秘
論
』

さ
て
、
空
海
は
自
分
自
身
の
感
得
夢
の
他
に
、
祖
師
金
剛
智
の
夢
を
記
録
し
て
い
る
（『
表
制
集
』
の
引
用
）。
伝
法
を
請
う
た
不
空
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三
蔵
の
願
い
を
一
度
は
拒
ん
だ
金
剛
智
が
、夢
の
中
で
遭
遇
し
た
仏
菩
薩
の
振
る
舞
い
に
感
じ
て
、弟
子
に
法
を
伝
え
た
と
述
べ
る
。

㊲
夜
夢
佛
菩
薩
像
悉
皆
来
行
乃
曰
我
之
所
夢
法
蔵
有
付
矣
。
遂
授
以
三
密
談
於
五
智
。（［
金
剛
智
が
］
夜よ

る
　

夢
ゆ
め
に
みる

佛
菩
薩
の
像ざ

う

悉こ
と
ご
とく

皆

来き
た

り
行ゆ

く
と
。
乃す

な
はち

曰
く
、
我
の
夢ゆ

め
みす
る
所
に
法ほ

ふ
ざ
う蔵

を
付ふ

　

す
る
こ
と
有
り
と
な
す
。
遂
に
授
く
る
に
三
密
を
以
て
し
、
談
ず
る
に
五
智
に
於
て
す

¢
Z
£

）

―
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
（
広
付
法
伝
）』
巻
二

ま
た
、
無ア

サ
ン
ガ著

の
法
の
感
得
を
述
べ
る
一
節
、

㊳
有
一
菩
薩
名
無
着
。
夜
昇
天
宮
於
慈
氏
菩
薩
所
受
瑜
伽
師
地
論
荘
嚴
論
中
邊
分
別
論
等
［
中
略
］
又
或
曰
。
弥
勒
夜
分
下
無
着

室
説
此
論
等
。（
一ひ

と
りの

菩
薩
有
り
、無む

ぢ
や
く着

と
名
づ
く
。
夜
は
天て
ん
ぐ
う宮［
兜
率
天
］
に
昇の
ぼ

っ
て
慈
氏
菩
薩
の
所
に
於
い
て『
瑜
伽
師
地
論
』『
莊
嚴
論
』『
中

邊
分
別
論
』
等
を
受
け

¢
[
£

［
中
略
］
又
、
或あ

る

が
曰
く
、「
弥
勒
、
夜や

　
ぶ
ん分

に
無
着
の
室し

つ

に
下
っ
て
此
の
論
等
を
説
く

¢
\
£

」
と

¢
]
£

）
―
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝

（
広
付
法
伝
）』
巻
二

弥
勒
か
ら
「
夜
分
」
に
受
法
す
る
環
境
は
、
瞑
想
と
区
別
の
つ
か
な
い
夢
の
中
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ
る
。

高
僧
が
神
仏
や
祖
師
に
夢
の
中
で
出
会
い
、
或
い
は
夢
の
中
で
神
仏
か
ら
真
理
や
こ
れ
か
ら
辿
る
べ
き
道
を
示
現
さ
れ
る
と
い

う
感
得
夢
は
、
前
節
で
見
た
入
胎
夢
と
同
様
に
、
頻
繁
に
語
り
継
が
れ
る
高
僧
伝
に
付
き
物
の
瑞
兆
で
あ
る
。
本
邦
の
事
例
を
概

観
す
れ
ば
、

＊
聖
徳
太
子
の
夢
殿

¢
^
£

に
籠
っ
て
の
霊
夢
獲
得

¢
_
£

＊
最
澄
の
入
唐
出
航
前
の
梵
僧
出
現
夢

¢
`
£

＊
円
仁
の
数
々
の
感
得
夢

¢
a
£

＊
「
夢
の
達
人

¢
b
£

」
円
珍
の
数
々
の
感
得
夢

¢
c
£

＊
安
然
が
師
円
仁
に
夢
で
出
会
い
、
ま
た
円
仁
か
ら
胎
蔵
法
を
授
か
る
夢

¢
d
£

＊
源
空
（
法
然
）
が
夢
の
中
で
善
導
に
逢
い
認
証
さ
れ
る
「
二
祖
対
面
」
の
伝

¢
e
£
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＊
多
夢
の
聖
人
親
鸞
の
六
角
堂
で
の
救
世
観
音
（
聖
徳
太
子
）
か
ら
の
夢
告

¢
f
£

＊
明
恵
の
『
夢
記
』
に
収
録
さ
れ
る
膨
大
な
霊
夢

¢
g
£

等
の
夥
し
い
霊
夢･

感
得
夢
が
見
出
さ
れ
、
仏
の
教
え
を
得
る
の
に
夢
が
特
権
的
な
環
境
に
あ
る
こ
と
を
了
解
さ
せ
る
。

こ
う
し
た
信
仰
環
境
の
中
で
、
夢
に
よ
っ
て
修
道
の
旅
程
が
開
顕
さ
れ
る
枠
組
み
は
、
高
僧
の
奉
じ
た
法
教
の
真
正
性
を
担
保

す
る
機
能
を
果
た
す
。
し
た
が
っ
て
、
空
海
自
身
の
筆
に
は
な
ら
な
い
『
御
遺
告
』
以
下
の
弘
法
大
師
伝
記
に
お
い
て
、
感
得
伝

法
夢
が
肝
心
の
場
面
に
挿
入
さ
れ
る
の
も
十
分
に
根
拠
が
あ
る
事
な
の
で
あ
る
。

㊴
對
佛
像
誓
曰
。
我
入
佛
道
毎
求
知
要
。
三
乘
五
乘
十
二
部
經
。
心
裏
有
疑
未
以
爲
決
。
仰
願
諸
佛
示
我
至
極
。
一
心
祈
請
夢

有
人
曰
。
大
毘
盧
遮
那
經
。
是
汝
所
求
也
。
即
覺
悟
歡
喜
。
求
得
一
部
披
帙
遍
覧
。（
佛
像
に
對
し
て
誓
ふ
て
曰
く
、「
我
佛
道
に
入

り
て
毎つ

ね

に
要
を
知
ら
ん
と
求
む
。
三
乘･

五
乘･

十
二
部
經
、
心
の
裏う

ち

に
疑

う
た
が
ひ

有
り
て
未
だ
以
て
決
を
爲
さ
ず
。
仰
ぎ
願
は
く
は
諸
佛
、
我
に
至し

　
ご
く極

を
示
し
た
ま
へ
」と
。
一
心
に
祈き

請せ
い

す
る
に
、夢
に
人
有
り
て
曰
く
、「『
大
毘
盧
遮
那
經
』是
れ
汝
が
求
む
る
所
な
り
」と
。
即
ち
覺
悟
し
て
歡
喜
す
。

一
部
を
求
め
得
て
帙ち

つ

を
披ひ

ら
い
　て

遍
く
覧み

　

る

¢
h
£

）
―
伝

¢
i
£

眞
濟
『
空
海
僧
都
伝
』

仏
教
の
最
高
の
法
門
（「
至
極
」）
を
『
大
日
経
』
と
開
示
す
る
夢
告
げ
の
場
面
で
あ
り
、
こ
れ
を
機
に
空
海
は
入
唐
求
法･

真
言

受
法
へ
と
修
学
の
方
向
性
を
定
め
る
（
と
言
わ
れ
て
き
た
）。

㊵
名
稱
敎
海
後
改
稱
如
空
。
此
時
佛
前
發
誓
願
曰
。
吾
從
佛
法
常
求
尋
要
。
三
乗
五
乗
十
二
部　

經
心
神
有
疑
未
以
爲
决
。
唯

願
三
世
十
方
諸
佛
示
我
不
二
。
一
心
祈
感
夢
。
有
人
告
曰
。
扵
此
有
經
名
字
大
毘
盧
遮
那
經
是
乃
所
要
也
。
即
随
喜
尋
得
件

經
王
。
在
大
日
本
國
高
市
郡
久
米
道
場
東
塔
下
。
扵
此
一
部
解
緘
普
覽
。（
名
を
ば
敎け

う
か
い海

と
稱
し
、
後
に
改
め
て
如に

よ
く
う空

と
稱
す
。
此

の
時
に
佛
前
に
し
て
誓
願
を
發
し
て
曰
く
、「
吾
佛
法
に
從
ひ
て
常
に
要え

う

を
求
め
尋
ぬ
る
に
、
三
乗･

五
乗･

十
二
部
經
、
心し

ん
じ
ん神

に
疑

う
た
が
ひ有

っ
て
未

だ
以
て
决
す
る
こ
と
を
爲
さ
ず
。
唯た

だ

願
は
く
は
三
世
十
方
の
諸
佛
、
我
に
不ふ

　
に
　二

を
示
し
た
ま
へ
」
と
。
一い

つ
し
ん心
に
祈
り
て
夢
を
感
ず
。
人
有
り
て

告
て
曰
く
、「
此
に
經
有
り
、
名
字
は
『
大
毘
盧
遮
那
經
』
な
り
。
是
れ
乃な

む
ぢが

要も
と
む
　る

所
な
り
」
と
。
即
ち
随ず

い
き
　喜

し
て
件く

だ
ん
　の

經き
や
う
わ
う王

を
尋
ね
得
た
り
。
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大や
ま
と
の
く
に

日
本
國
高た

け
ち
の
ぐ
ん

市
郡
久く

　
め
の米

道
場
の
東
塔
の
下
に
在
り
。
此
に
扵を

い

て
一
部
緘か

ん

解
い
て
普あ

ま
ねく

覽み
　

る

¢
j
£

）
―
『
御
遺
告
』

ま
た
、『
大
日
経
』
所
説
の
夢
占
い
の
如
法
の
実
行
も
、
空
海
の
遺
言
と
し
て
、
厳
守
を
指
示
さ
れ
る
。

㊶
但
欲
授
兩
部
大
法
。顯
見
定
人
噐
氣
色
之
後
。向
本
尊
界
會
能
祈
願
夢
見
厥
想
。若
有
感
應
彼
欲
學
者
三
箇
月
令
修
行
精
進
。

然
後
可
授
兩
部
大
法
。（
但た

だ

し
兩
部
の
大
法
を
授
け
ん
と
欲お

も

は
ば
、
顯

あ
き
ら
かに

人に
ん
き
　噐

の
氣け

　
し
き色

を
見
定
め
て
の
後
に
、
本ほ

ん
ぞ
ん
か
い
ゑ
　

尊
界
會
に
向む

か

う
て
能
く
祈

願
し
て
夢
に
厥そ

の

想さ
う

を
見
て
、若
し
感か

ん
の
う應

有
っ
て
彼
學
せ
ん
と
欲
せ
ば
、三
箇
月
修
行
精
進
せ
令
め
て
、然し

か

る
後
に
兩
部
の
大
法
を
授
く
可べ

　

し

¢
k
£

）―『
御

遺
告
』

七
、
ま
と
め

夢
は
人
間
の
知
覚
体
験
に
忍
び
込
む
「
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
不
思
議
な
現
象

¢
l
£

」
で
あ
り
、
太
古
の
昔
か
ら
精
神
生
活
に
深
甚
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
蠱
惑
的
か
つ
多
義
的
な
夢
の
精
神
史
の
中
か
ら
、
特
に
上
古･

中
古
の
宗
教
思
想
領
域
に

お
い
て
夢
が
果
た
し
た
役
割
を
分
類
的
に
掲
示
し
（
第
一
節
）、
更
に
仏
教
で
の
夢
の
役
割
を
考
究
し
た
（
第
二
節
）。

そ
の
過
程
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
た
夢
の
三
特
性
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
空
海
の
著
作
中
の
夢
表
現
を
提
示
分
析
し
た
。
則
ち
、

「
Ａ
．虚
妄
不
実･

無
明
妄
想
の
表
象
と
し
て
の
夢
と
無
常
観
を
含
む
夢
」（
第
三
節･

第
四
節
）、「
Ｂ
．聖
人
入
胎
夢
」（
第
五
節
）、「
Ｃ
．

感
得
伝
法
夢
」（
第
六
節
）
で
あ
る
。
空
海
の
テ
ク
ス
ト
に
限
定
せ
ず
、
他
の
高
僧
の
感
得
夢
の
事
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
夢
告
げ

が
仏
法
の
伝
授･

認
証･

弘
宣
に
甚
大
な
威
神
力
の
裏
付
け
を
与
え
て
い
た
信
仰
状
況
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
う
し
た
背
景
を
基

に
弘
法
大
師
伝
の
中
に
入
胎
夢･

感
得
夢
の
枠
組
み
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
理
由
を
推
考
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
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註（
１
）“Le R

êve est une seconde vie”, A
urélia ou Le R

êve et la V
ie, G

érard de N
erval Œ

uvres com
plètes III, Pléiade, 

G
allim

ard, Paris, 1993, p.695

（
２
）「
夢
不
異
覺
、
覺
不
異
夢
、
夢
即
是
覺
、
覺
即
是
夢
」
蘇
東
坡
「
夢
齋
銘
幷
敘
」『
蘇
軾
集
』
巻
九
十
七

（
３
）『
新
訂　

梁
塵
秘
抄
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
一
六
頁

（
４
）
本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
参
照
し
て
い
る
。

＊
『
夢
と
幻
想
の
宗
教
史
』
上
下
、
河
東
仁
編
、
リ
ト
ン
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
四
年

＊
『
夢
見
る
日
本
文
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
荒
木
浩
編
、
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年

＊
『
夢
と
表
象
―
眠
り
と
こ
こ
ろ
の
比
較
文
化
史
―
』
荒
木
浩
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年

＊
浅
井
超
覚
「
夢
論
」『
密
教
学
会
報
』
二
四
、一
九
八
五
年
、
三
七
―
四
八
頁

＊
荒
木
浩
「
夢
と
自
照
―
古
代
仏
教
の
言
説
と
対
外
観
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
夢
と
表
象
』
四
五
五
―
四
七
八
頁

＊
上
野
勝
之［
二
〇
一
三
］「
平
安
貴
族
社
会
の
夢
概
念
」『
夢
と
モ
ノ
ノ
ケ
の
精
神
史
―
平
安
貴
族
の
信
仰
世
界
―
』第
一
章
、京
都
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
三
年
、
一
五
―
七
五
頁

＊
上
野
勝
之
［
二
〇
一
五
］「
平
安
時
代
に
お
け
る
僧
侶
の
〝
夢
記
〟
―
九
世
紀
以
前
の
僧
と
夢
―
」『
夢
見
る
日
本
文
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』

一
一
五
―
一
八
〇
頁

＊
上
野
勝
之
［
二
〇
一
七
］「
平
安
時
代
に
お
け
る
僧
侶
の
〝
夢
記
〟
と
夢
―
十
～
十
二
世
紀
を
中
心
に
―
」『
夢
と
表
象
』
四
三
―
一
〇
〇
頁

＊
奥
田
勲
『
明
恵　

遍
歴
と
夢
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年

＊
カ
ラ
ム
・
ハ
リ
ー
ル
『
日
本
中
世
に
お
け
る
夢
概
念
の
系
譜
と
継
承
』
雄
山
閣
、
一
九
九
〇
年

＊
河
東
仁
『
日
本
の
夢
信
仰
―
宗
教
学
か
ら
見
た
日
本
精
神
史
―
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年

＊
菊
池
良
一
「
説
話
に
お
け
る
夢
に
つ
い
て
」『
中
世
説
話
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
七
二
年
、
一
〇
三
―
一
二
七
頁
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＊
越
野
真
理
子
「
神
の
眠
り
と
天
皇
の
夢
―
「
古
事
記
』
神
話
と
夢
の
考
察
―
」『
夢
と
幻
想
の
宗
教
史
』
上
、
二
九
九
―
三
二
三
頁

＊
西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
夢
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
（
原
著
一
九
七
二
年
）

＊
酒
井
紀
美
『
夢
の
日
本
史
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年

＊
笹
生
美
貴
子
「
古
代
中
国
の
夢
観
―
六
朝
志
怪
小
説
の
視
点
か
ら
―
」『
夢
と
幻
想
の
宗
教
史
』
上
、
二
七
七
―
二
九
七
頁

＊
佐
藤
愛
弓
「
真
言
僧
に
お
け
る
夢
の
機
能
に
つ
い
て
」『
中
世
真
言
僧
の
言
説
と
歴
史
認
識
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
二
九
五
―
三
一
二
頁

＊
仙
海
羲
之
「『
仏
祖
統
紀
』
に
お
け
る
夢
幻
の
記
述
」『
夢
見
る
日
本
文
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
二
四
三
―
二
七
四
頁

＊
高
峰
博
『
夢
學
』
第
二
版
、
廣
文
堂
書
店
、
一
九
二
四
年
（
初
版
一
九
一
七
年
）

＊
津
曲
真
一
「
夢
の
リ
ア
リ
テ
ィ
―
チ
ベ
ッ
ト
人
の
夢
観
に
つ
い
て
―
」『
夢
と
幻
想
の
宗
教
史
』
上
、
二
四
七
―
二
七
四
頁

＊
ナ
プ
チ
「
圓
夢
、
祈
夢
と
禳
夢
―
中
国
の
夢
観
に
つ
い
て
の
管
見
―
」『
夢
と
幻
想
の
宗
教
史
』
下
、
二
三
七
―
二
六
三
頁

＊
福
永
光
司
『
道
教
思
想
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年

＊
ペ
ト
コ
ヴ
ァ
・
ゲ
ル
ガ
ナ
「
日
本
の
昔
話
に
お
け
る
夢
―
タ
イ
プ
・
機
能
・
現
実
と
の
関
係
性
―
」『
夢
と
表
象
』
一
〇
九
―
一
二
七
頁

＊
前
川
健
一
「
明
恵
に
お
け
る
「
夢
記
」
と
宗
教
実
践
―
『
華
厳
仏
光
三
昧
観
冥
感
伝
』
の
周
辺
―
」『
夢
と
幻
想
の
宗
教
史
』
上
、
三
五
三

―
三
八
〇
頁

＊
森
口
眞
衣
「
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
に
お
け
る
夢
と
眠
り
」『
夢
と
幻
想
の
宗
教
史
』
上
、
二
二
七
―
二
四
六
頁

＊
吉
川
幸
次
郎
「
思
夢
と
愕
夢
」『
清
虚
の
事
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
二
四
三
―
二
五
六
頁

＊
吉
川
忠
夫
『
中
国
古
代
人
の
夢
と
死
』
平
凡
社
、
一
九
八
五
年

＊
李
育
娟
「『
琱
玉
集
』
構
成
の
研
究
―
『
琱
玉
集
』
略
本
「
占
夢
」
篇
を
手
掛
か
り
に
―
」『
夢
と
表
象
』
一
四
九
―
一
七
二
頁

（
５
）
現
在
で
は
細
分
化
さ
れ
た
各
専
門
分
野
で
個
別
に
研
究
が
為
さ
れ
て
全
体
像
が
摑
み
に
く
い
が
、
一
九
一
七
年
初
版
刊
行
の
記
念
碑
的
な
研

究
高
峰
博
『
夢
學
』
で
は
、
医
学･

心
理
学･

哲
学･

文
学･

宗
教
を
包
含
し
た
綜
合
的
視
野
が
提
示
さ
れ
て
い
る

（
６
）
吉
川
幸
次
郎
、
二
五
一
頁

（
７
）
高
峰
、
一
〇
五
頁

（
８
）
笹
生
、
二
七
九
―
二
八
〇
頁
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（
９
）「
古
の
中
国
で
は
、
夢
占
い
は
国
の
未
来
、
政
策
の
決
定
、
人
材
の
任
用
な
ど
、
吉
凶
を
知
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
」
李
、

一
四
九
頁

（
10
）「
有
夏
桀
弗
克
若
天
流
毒
下
國
。
天
乃
佑
命
成
湯
降
黜
夏
命
。
惟
受
罪
浮
于
桀
［
中
略
］
朕
夢
協
朕
卜
襲
于
休
祥
戎
商
必
克
」『
尚
書
』
周
書
・

泰
誓
中

（
11
）「
呂
尚
蓋
嘗
窮
困
年
老
矣
。
以
漁
釣
奸
周
西
伯
。
西
伯
將
出
獵
卜
之
。
曰
所
獲
非
龍
非
彨
非
虎
非
羆
。
所
獲
霸
王
之
輔
。
於
是
周
西
伯
獵
。
果

遇
太
公
於
渭
之
陽
。與
語
大
說
曰
自
吾
先
君
太
公
曰
。當
有
聖
人
適
周
周
以
興
。子
真
是
邪
。吾
太
公
望
子
久
矣
。故
號
之
曰
太
公
望
載
與
俱
歸
。

立
為
師
」『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八

（
12
）「
周
志
曰
文
王
夢
天
帝
服
玄
禳
以
立
於
令
狐
之
津
。帝
曰
昌
賜
汝
望
。文
王
再
拝
稽
首
大
公
於
後
亦
再
拝
稽
首
。文
王
夢
之
之
夜
大
公
夢
之
亦
然
。

其
後
文
王
見
大
公
而
訆
之
曰
。
而
名
爲
望
乎
答
曰
唯
爲
望
」『
斉
太
公
呂
望
表
』

（
13
）
参
照
、
幸
田
露
伴
「
太
公
望
」『
太
公
望
・
王
羲
之
』
新
潮
文
庫
、
一
九
五
六
年
、
四
二
―
四
三
頁

（
14
）「
高
祖
沛
豐
邑
中
陽
裏
人
姓
劉
氏
字
季
。
父
曰
太
公
母
曰
劉
媼
。
其
先
劉
媼
嘗
息
大
澤
之
陂
夢
與
神
遇
。
是
時
雷
電
晦
冥
。
太
公
往
視
則
見
蛟

龍
於
其
上
。
已
而
有
身
遂
產
高
祖
」『
史
記
』
斉
太
公
世
家

（
15
）「
子
曰
甚
矣
吾
衰
也
。
久
矣
吾
不
復
夢
見
周
公
」『
論
語
』
述
而
第
七

（
16
）
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
る
空
海
著
作
の
文
例
と
し
て
「
兩
楹
夢
奠
（
兩り

や
う
え
い楹

夢
奠て

ん

ず
）」『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
（
広
付
法
伝
）』
巻
二
、定
本
巻
一
、

一
〇
三
頁
（
←
『
表
制
集
』
巻
六･

大
正
五
二
・
八
六
〇
上
）、お
よ
び
「
悪
瘡
起
體
吉
相
不
現
。
兩
楹
在
夢
（
悪あ

く
そ
う瘡

體て
い

に
起
つ
て
吉き

つ
さ
う相

現
ぜ
ず
。

兩
楹
夢
に
在
り
）」「
大
僧
都
空
海
嬰
疾
上
表
辞
職
奏
状
」『
性
霊
集
』
巻
九
、
定
本
巻
八
、一
六
五
頁
が
あ
る

（
17
）「
夏
人
殯
於
東
階
。
周
人
於
西
階
。
殷
人
兩
柱
閑
。
昨
暮
予
夢
坐
奠
兩
柱
之
閑
。
予
始
殷
人
也
。
後
七
日
卒
」『
史
記
』
孔
子
世
家

（
18
）「
故
受
取
其
横
刀
之
時
。
其
熊
野
山
之
荒
神
。
自
皆
爲
切
仆
。
爾
其
惑
伏
御
軍
。
悉
寤
起
之
。
故
天
神
御
子
。
問
獲
其
横
刀
之
所
由
。
高
倉
下

答
曰
。
己
夢
云
。
天
照
大
神
。
高
木
神
。
二
柱
神
之
命
以
。
召
建
御
雷
神
而
詔
。
葦
原
中
國
者
。
伊
多
玖
。
佐
夜
藝
帝
阿
理
那
理
。
我
之
御

子
等
。
不
平
坐
良
志
。
其
葦
原
中
國
者
。
言
向
之
國
故
。
汝
建
御
雷
神
」『
古
事
記
』
巻
中

（
19
）「
卽
覺
夢
而
敬
神
祇
所
以
稱
賢
后
」
太
安
万
侶
『
古
事
記
』
巻
上
序
文

（
20
）「
開
夢
歌
而
相
纂
業
」『
古
事
記
』
序
文
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（
21
）
越
野
、
二
九
九
頁

（
22
）「
卌
八
年
春
正
月
己
卯
朔
戊
子
。
天
皇
勅
豐
城
命･

活
目
尊
曰
。
汝
等
二
子
慈
愛
共
齊
。
不
知
曷
爲
嗣
。
各
宜
夢
。
朕
以
夢
占
之
。
二
皇
子
於

是
被
命
。
淨
沐
而
祈
寐
。
各
得
夢
也
。
會
明
兄
豐
城
命
以
夢
辭
奏
于
天
皇
曰
。
自
登
御
諸
山
向
東
。
而
八
廻
弄
槍
八
𢌞
擊
刀
。
弟
活
目
尊
以

夢
辭
奏
言
。
自
登
御
諸
山
之
嶺
。
繩
絚
四
方
逐
食
粟
雀
。
則
天
皇
相
夢
。
謂
二
子
曰
。
兄
則
一
片
向
東
當
治
東
國
。
弟
是
悉
臨
四
方
宜
繼
朕

位
。
四
月
戊
申
朔
丙
寅
。
立
活
目
尊
爲
皇
太
子
」『
日
本
書
紀
』
巻
第
五
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
（
上
）、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、

二
五
〇
―
二
五
一
頁

（
23
）
西
郷
、
一
八
―
一
九
頁

（
24
）
河
東
、
六
六
―
六
八
頁

（
25
）
ハ
リ
ー
ル
、
二
六
―
二
七
頁

（
26
）
河
東
、
六
九
―
七
四
頁

（
27
）
河
東
、
一
〇
頁

（
28
）
酒
井
、
二
二
頁

（
29
）
西
郷
、
二
二
頁

（
30
）「［
夢
て
ふ
物
は
］
生
と
死
、
人
世
と
幽
界
と
の
「
通
路
」」『
夢
と
表
象
』
五
二
六
頁

（
31
）
西
郷
、
二
二
頁
、
酒
井
、
三
頁

（
32
）
ハ
リ
ー
ル
、
二
七
頁

（
33
）
西
郷
、
三
九
頁

（
34
）
上
野
［
二
〇
一
七
］
七
二
頁

（
35
）「
神
牀
と
い
う
き
よ
め
ら
れ
た
寝
床
は
夢
を
通
し
て
神
と
人
と
を
連
絡
す
る
場
所
」
ハ
リ
ー
ル
、
四
一
頁

（
36
）
酒
井
、
一
二
頁

（
37
）
西
郷
、
四
四
頁

（
38
）「
夢
の
中
の
像
は
夢
み
る
者
の
作
り
だ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
夢
み
る
も
の
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
送
り
手
は
神
で
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あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
」
西
郷
、
四
九
頁

（
39
）
酒
井
、
三
九
頁

（
40
）
ハ
リ
ー
ル
、
三
〇
頁

（
41
）
西
郷
、
四
八
―
五
二
頁

（
42
）「
私
が
魂
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
私
は
魂
の
保
管
所
な
の
で
あ
る
」
西
郷
、
五
二
頁

（
43
）「
昔む

か
し
　者

莊さ
う
し
う周

、
夢
に
胡
蝶
と
爲
る
。
栩く

　
く
　
ぜ
ん

栩
然
と
し
て
胡
蝶
な
り
。
自
ら
喩た

の

し
み
て
志お

も
ひ
　に

適か
な

へ
る
か
な
。
周
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
俄が

　
ぜ
ん然

と
し

て
覺
む
れ
ば
、
則
ち
蘧き

よ
き
よ
ぜ
ん

蘧
然
と
し
て
周
な
り
。
知
ら
ず
周
の
夢
に
胡
蝶
と
爲
れ
る
か
、
胡
蝶
の
夢
に
周
と
爲
れ
る
か
。
周
と
胡
蝶
と
則
ち
必

ず
分ぶ

ん

有
り
。
此
を
之
れ
物ぶ

つ
く
わ化

と
謂
ふ
（
昔
者
莊
周
夢
爲
胡
蝶
。
栩
栩
然
胡
蝶
也
。
自
喩
適
志
與
。
不
知
周
也
。
俄
然
覺
則
蘧
蘧
然
周
也
。
不

知
周
之
夢
爲
胡
蝶
與
。
胡
蝶
之
夢
為
周
與
。
周
與
胡
蝶
則
必
有
分
矣
。
此
之
謂
物
化
）」『
荘
子
』
斉
物
論
篇
第
二
、『
荘
子
』
内
篇
、
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
九
一
―
九
三
頁

（
44
）
河
東
、
一
五
一
―
一
六
〇
頁

（
45
）
西
郷
、
七
三
―
一
一
二
頁

（
46
）
同
、
五
八
頁

（
47
）
同
、
一
九
八
―
一
九
九
頁

（
48
）
酒
井
、
六
三
―
八
九
頁

（
49
）「
神
仏
と
人
と
の
間
の
双
方
向
的
な
関
係
の
「
法
楽
」
に
「
夢
想
」
が
か
ら
ん
で
く
る
」
酒
井
、
一
一
二
頁

（
50
）
ゲ
ル
ガ
ナ
、
一
二
三
頁

（
51
）
河
東
、
二
四
三
―
二
四
四
頁

（
52
）
仙
海
、
二
七
〇
頁

（
53
）「
禅
定
は
宗
教
的
瞑
想
と
し
て
一
種
の
夢
想
に
近
い
営
み
で
あ
り
［
中
略
］
聖
な
る
も
の
と
交
わ
る
夢
と
い
う
古
い
回
路
が
つ
き
ま
と
っ
て
く

る
」
西
郷
、
四
六
頁

（
54
）
上
野
［
二
〇
一
七
］
七
二
頁
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（
55
）
ハ
リ
ー
ル
、
三
五
頁

（
56
）
仙
海
、
二
四
六
―
二
四
九
頁

（
57
）
僧
伽
跋
陀
羅
譯
『
善
見
律
毘
婆
沙
』
大
正
二
四
・
七
六
〇
上
。
当
該
の
一
節
は
夢
中
の
精
出
に
つ
い
て
論
じ
た
文
中
に
現
れ
る
。
ま
た
こ
の
四

分
類
は
『
法
苑
珠
林
』
大
正
五
三
・
五
三
三
中
や
『
諸
経
要
集
』
大
正
五
四
・
一
九
二
下
に
も
採
録
さ
れ
る

（
58
）
高
峰
、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁

（
59
）
ナ
ブ
チ
、
二
四
七
頁

（
60
）『
大
智
度
論
』
大
正
二
五
・
一
〇
三
下

（
61
）
高
峰
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁

（
62
）
羅
什
訳
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
第
一
序
品
、
大
正
八
・
二
一
七
上

（
63
）「『
般
若
経
』
は
、全
八
巻
を
通
じ
て
、あ
ら
ゆ
る
も
の
は
夢
の
ご
と
く
、幻
の
ご
と
く
に
空
で
あ
る
こ
と
を
説
き
つ
づ
け
て
い
る
」
梶
山
雄
一
『
般

若
経
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
二
二
年
（
原
著
二
〇
〇
二
年
）
二
一
六
頁

（
64
）
玄
奘
訳
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
第
八
十
一
、
大
正
五
・
四
五
七
中

（
65
）
羅
什
訳
『
維
摩
詰
所
説
経
』
方
便
品
第
二
、
大
正
一
四
・
五
三
九
中

（
66
）
佛
馱
跋
陀
羅
訳
『
六
十
華
厳
』
菩
薩
十
住
品
第
十
一
、
大
正
九
・
四
四
八
中

（
67
）
菩
提
流
志
訳
『
大
宝
積
経
』
第
七
十
五
六
界
差
別
品
、
大
正
一
一
・
四
二
四
中—

下

（
68
）
龍
樹
造･

靑
目
釈･

羅
什
訳
『
中
論
』
観
顛
倒
品
第
二
十
三
、
大
正
三
〇
・
三
一
中

（
69
）
世
親
造･

玄
奘
訳
『
唯
識
二
十
論
』
大
正
三
一
・
七
六
下

（
70
）
彌
勒
説･

玄
奘
訳
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
五
、
大
正
三
〇
・
二
九
九
下

（
71
）
實
叉
難
陀
訳
『
八
十
華
厳
』
巻
七
十
四
入
法
界
品
、
大
正
一
〇
・
四
〇
四
中

（
72
）『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
四
十
五
、
大
正
三
〇
・
五
四
一
上

（
73
）「
菩
薩
初
下
。
化
乘
白
象
。
冠
日
之
精
。
因
母
晝
寢
。
而
示
夢
焉
。
從
右
脇
入
。
夫
人
夢
寤
。
自
知
身
重
。
王
即
召
問
太
卜
。
占
其
所
夢
。
卦
曰
。

道
徳
所
歸
。
世
蒙
其
福
。
必
懷
聖
子
。
菩
薩
在
胎
」
支
謙
訳
『
仏
説
太
子
瑞
応
本
起
経
』
大
正
三
・
四
七
三
中
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（
74
）
河
東
、
二
四
二
頁

（
75
）「
有
四
種
善
夢
得
於
勝
法
。
何
等
爲
四
。
所
謂
於
睡
眠
中
夢
見
蓮
華
。
或
見
繖
蓋
。
或
見
月
輪
。
及
見
佛
形
。
如
是
見
已
。
應
自
慶
幸
我
遇
勝
法
」

闍
那
崛
多
訳
『
仏
説
出
生
菩
提
心
経
』
大
正
一
七
・
八
九
二
上

（
76
）「
爾
時
善
慧
仙
人
。
在
於
山
中
。
得
五
奇
特
夢
。
一
者
夢
臥
大
海
。
二
者
夢
枕
須
彌
。
三
者
夢
海
中
一
切
衆
生
。
入
其
身
内
。
四
者
夢
手
執
日
。

五
者
夢
手
執
月
。
得
此
夢
已
。
即
大
驚
悟
。
心
自
念
言
。
我
今
此
夢
。
非
爲
小
縁
」求
那
跋
陀
羅
訳『
過
去
現
在
因
果
経
』大
正
三
・
六
二
一
中—

下

（
77
）「
自
後
漢
明
帝
永
平
三
年
夢
見
金
人
已
來
。
像
教
東
流
靈
瑞
非
一
」
法
琳
撰
『
破
邪
論
』
大
正
五
二
・
四
七
六
下
及
び
「
世
傳
明
帝
夢
見
金
人
、

長
大
、
頂
有
光
明
、
以
問
羣
臣
。
或
曰
〈
西
方
有
神
、
名
曰
佛
、
其
形
長
丈
六
尺
而
黃
金
色
。〉
帝
於
是
遣
使
天
竺
問
佛
道
法
、
遂
於
中
國
圖

畫
形
像
焉
。
楚
王
英
始
信
其
術
、
中
國
因
此
頗
有
奉
其
道
者
。
後
桓
帝
好
神
、
數
祀
浮
圖
、
老
子
、
百
姓
稍
有
奉
者
、
後
遂
轉
盛
」『
後
漢
書
』

西
域
伝
第
七
十
八
天
竺

（
78
）
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
一
七
頁
。
淡
海
三
船
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』「［
天
宝
七
年
］
十
月
十
六
日
晨
朝
大
和
上
云
。
昨
夜
夢
見
三
官
人
。
一

著
緋
二
著
緑
。
於
岸
上
拜
別
。
知
是
國
神
相
別
也
。
疑
是
度
必
得
渡
海
也
」
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
一
四
頁
、
表
一
−一
に
記
載
。
同
文
は
慧

超
記
『
遊
方
記
抄　

往
五
天
竺
国
伝
』
大
正
五
一
・
九
九
〇
中
に
も
収
録
さ
れ
る

（
79
）「
夢
中
に
過
去
世
に
伝
授
さ
れ
た
教
法
の
内
容
や
、
そ
の
相
承
の
経
緯
が
示
さ
れ
る
と
な
ら
ば
、
宗
教
者
に
と
っ
て
夢
の
体
験
は
極
め
て
重
要

な
意
義
を
持
つ
」
津
曲
、
二
四
九
頁

（
80
）
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
も
、
夢
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
幻
影
と
見
做
す
大
乗
教
理
的
な
立
場
と
、「
高
僧
が
夢
の
中
で
見
た
過
去
世
の
物
語
や
聖

者
の
懐
胎
を
巡
る
逸
話
を
現
実
に
起
き
た
も
の
」
と
認
め
て
夢
中
に
顕
現
し
た
聖
な
る
存
在
に
礼
拝
し
、
夢
告
げ
を
真
摯
に
受
け
容
れ
る
信

仰
生
活
が
併
存
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
津
曲
、
二
六
七
―
二
六
八
頁

（
81
）「
歌
堂
舞
閣
野
狐
里
」
の
句
は
六
朝
宋
の
鮑ほ

う
し
よ
う照

（
四
一
二
？—

四
六
六
）
作
『
蕪
城
賦
』
の
「
凝
思
寂
聽
、
心
傷
已
摧
。
若
夫
藻
扃
黼
帳
、

歌
堂
舞
閣
之
基
。（
思
ひ
を
凝
し
て
寂し

づ
か
　に

聽
け
ば
、
心
傷
ん
で
已
に
摧
く
。
若
し
夫
れ
藻そ

う
け
い扃

黼ほ
ち
よ
う帳

、
歌
堂
舞
閣
の
基も

と
ゐ」

を
典
拠
と
す
る

（
82
）「
入
山
興
」『
性
霊
集
』
巻
一
、
定
本
巻
八
、一
六
頁

（
83
）『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
、
定
本
巻
三
、一
二
七
―
一
二
八
頁
。『
菩
提
心
論
』（
大
正
三
二
・
五
七
三
上
）
の
引
用
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（
84
）『
十
住
心
論
』巻
第
六
、定
本
巻
二
、一
九
七
頁
。『
凡
聖
界
地
章
』か
ら
の
引
用
、『
八
十
華
厳
』巻
十
九
～
二
十･

十
行
品（
大
正
一
〇
・
一
〇
二
中—

一
〇
八
中
）
取
意

（
85
）『
十
住
心
論
』
巻
第
六
、定
本
巻
二
、二
一
五
頁
。『
凡
聖
界
地
章
』
か
ら
の
引
用
、『
八
十
華
厳
』
巻
三
十
六･

十
地
品
（
大
正
一
〇
・
一
九
三
下
）

取
意

（
86
）『
大
日
経
』
住
心
品
、
大
正
一
八
・
三
下

（
87
）『
大
日
経
開
題
（
三
密
法
輪
）』
定
本
巻
四
、五
二
頁

（
88
）『
大
日
経
疏
』
巻
三
、
大
正
三
九
・
六
〇
六
中—

六
〇
九
中
。
な
お
当
該
の
十
喩
釈
は
『
大
智
度
論
』（
大
正
二
五
・
一
〇
一
下—

一
〇
五
下
）

を
援
用
す
る

（
89
）
同
、
大
正
三
九
・
六
〇
七
上

（
90
）
同
、
大
正
三
九
・
六
〇
七
下—
六
〇
八
上

（
91
）
同
、
大
正
三
九
・
六
〇
八
中

（
92
）
同
、
大
正
三
九
・
六
〇
八
下

（
93
）『
大
日
経
略
開
題
（
今
釈
此
経
）』
定
本
巻
四
、二
四
頁

（
94
）「
喜
雨
歌
」『
性
霊
集
』
巻
一
、
定
本
巻
八
、一
三
―
一
四
頁

（
95
）『
理
趣
経
開
題
（
生
死
之
河
）』
定
本
巻
四
、一
一
四
頁
。『
梵
網
経
開
題
』（
定
本
巻
四
、二
二
〇
頁
）、『
法
華
経
開
題
（
開
示
茲
大
乗
経
）』（
定

本
巻
四
、一
五
六
頁
）
の
三
本
に
類
同
の
文
有
り

（
96
）『
金
勝
王
経
秘
密
伽
陀
』
定
本
巻
四
、二
四
五
頁

（
97
）「
荒
城
大
夫
奉
造
幡
上
仏
像
願
文
」『
性
霊
集
』
巻
七
、
定
本
巻
八
、一
一
八
頁

（
98
）「
林
学
生
先
考
妣
忌
日
造
仏
飯
僧
願
文
」『
性
霊
集
』
巻
八
、
定
本
巻
八
、一
三
四
頁

（
99
）『
吽
字
義
』
定
本
巻
三
、五
九
頁

（
100
）『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
、
定
本
巻
三
、一
一
七
―
一
一
八
頁

（
101
）
戦
国
末
期
紀
元
前
三
世
紀
頃
の
楚
の
文
人
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（
102
）
参
照
、
拙
論
「
空
海
に
お
け
る
女
神
」『
豊
山
学
報
』
通
号
六
五
、二
〇
二
二
年
、
九
五
―
一
〇
〇
頁

（
103
）「
楚
の
襄じ

よ
う
お
う王

、
宋
玉
と
雲う

ん
ぼ
う夢

［
藪
澤
の
名
］
の
浦ほ

　

に
遊
び
、
玉
［
宋
玉
］
を
し
て
高こ

う
と
う唐

の
事
を
賦
せ
使
む
。
其
の
夜
、
王
寢い

　

ね
、
果
て
に
夢

に
神
女
と
遇
ふ
。
其
の
狀じ

よ
う［

形
姿
］
甚
だ
麗う

る
は
　し

。［
中
略
］
晡ほ

　
せ
き夕

の
後
、
精
神
怳こ

う
こ
つ忽

と
し
て
喜
ぶ
所
有
る
が
若
く
、
紛ふ

ん
ぷ
ん紛

擾じ
よ
う
じ
よ
う

擾
と
し
て
未
だ

何
の
意
な
る
を
知
ら
ず
。
目
色
髣ほ

う
ふ
つ彿

と
し
て
作た

ち
ま
　ち

記
す
る
有
る
が
若
く
一
婦
人
［
巫
山
の
神
女
］
を
見
る
。
狀
甚
だ
奇
異
な
り
。
寐い

　

ね
て
之

を
夢
み
、寤さ

　

め
て
自み

づ
か
　ら
識し

　

ら
ず
。
罔も

う
［
失
意
］
と
し
て
樂
し
ま
ず
、悵ち

よ
う
ぜ
ん然

［
失
意
不
樂
］
と
し
て
志
を
失
ふ
。
是
に
於
て
心む

ね

を
撫
で
氣
を
定
め
、

復
た
夢
み
し
所
を
見
る
」—

宋
玉
「
神
女
賦
」『
文
選
』
巻
十
九

（
104
）『
弁
顕
密
二
教
論
』巻
上
、定
本
巻
三
、九
一
―
九
二
頁
。〈　

〉内
の
菩
提
流
支
訳『
入
楞
伽
経
』（
大
正
一
六
・
五
三
〇
下
）の
経
文
を
釈
す
る『
釈

摩
訶
衍
論
』
巻
二
（
大
正
三
二
・
六
〇
五
下
）
の
引
用

（
105
）
河
東
、
二
三
五
―
二
四
一
頁

（
106
）
参
照
「
猶
如
夢
幻
與
泡
影　

亦
如
朝
露
及
電
光　

了
達
三
界
如
火
宅
」
般
若
訳
『
心
地
観
経
』（
大
正
三
・
二
九
六
上
）

（
107
）
参
照
「
利
鋸
攦
刻
壽
命
樹　

日
月
之
斧
利　

晝
夜
恒
斫
斷　

會
遇
無
常
風　

隨
靡
崩
顛
墮　

與
父
母
離
別　

隨
行
獨
迷
走　

妻
子
及
兄
弟　

無
親
可
恃
怗
」
釋
寶
雲
訳
『
仏
本
行
経
』（
大
正
四
・
六
四
下—

六
五
上
）

（
108
）『
教
王
経
開
題
』
定
本
巻
四
、九
五
頁
。『
性
霊
集
』
巻
八
収
録
の
「
講
演
仏
経
報
四
恩
徳
表
白
」（
定
本
巻
八
、一
四
七
頁
）
と
同
文

（
109
）『
法
華
経
開
題
（
殑
河
女
人
）』
定
本
巻
四
、一
八
三
頁
。『
性
霊
集
』
巻
八
「
三
嶋
大
夫
為
亡
息
女
書
写
供
養
法
華
経
講
説
表
白
文
」（
定
本
巻
八
、

一
四
五
頁
）
と
類
同
文

（
110
）「
為
亡
弟
子
智
泉
達
9
文
」『
性
霊
集
』
巻
八
、
定
本
巻
八
、一
三
八
―
一
三
九
頁

（
111
）『
梵
字
悉
曇
字
母
幷
釈
義
』
定
本
巻
五
、一
〇
五
頁

（
112
）『
三
教
指
帰
』
巻
中
、
定
本
巻
七
、五
七
頁

（
113
）「
講
演
仏
経
報
四
恩
徳
表
白
」『
性
霊
集
』
巻
八
、
定
本
巻
八
、一
四
七
頁

（
114
）『
金
勝
王
経
秘
密
伽
陀
』
定
本
巻
四
、二
五
〇
―
二
五
一
頁

（
115
）『
宗
秘
論
』
定
本
巻
五
、六
〇
頁

（
116
）「
為
酒
人
内
公
主
遺
言
」『
性
霊
集
』
巻
四
、
定
本
巻
八
、七
一
頁
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（
117
）「
潜
身
井
中
。
有
黒
白
二
鼠
。
互
齧
樹
根
。
於
井
四
邊
有
四
毒
蛇
。
欲
螫
其
人
。
下
有
毒
龍
」
義
淨
訳
『
仏
説
譬
喩
経
』（
大
正
四
・
八
〇
一
中
）

を
踏
ま
え
る

（
118
）『
老
子
』
第
六
章
「
谷
神
不
死
是
謂
玄
牝
」
を
踏
ま
え
る

（
119
）
河
東
、
二
四
一
頁

（
120
）「
一
切
煩
惱
雖
是
過
去
業
因
縁
。
無
明
是
根
本
故
但
名
無
明
。
今
世
現
在
著
愛
取
多
故
愛
取
愛
名
」『
大
智
度
論
』（
大
正
二
五
・
六
九
六
中—

下
）

（
121
）「
貪
瞋
癡
［
中
略
］
此
三
毒
。
通
攝
三
界
一
切
煩
惱
。
一
切
煩
惱
。
能
害
衆
生
。
其
猶
毒
蛇
。
亦
如
毒
龍
」
慧
遠
述
『
大
乗
義
章
』（
大
正

四
四
・
五
六
五
上
）

（
122
）『
教
王
経
開
題
』
定
本
巻
四
、九
九
頁

（
123
）
定
本
巻
四
、一
一
四
頁

（
124
）
定
本
巻
四
、一
五
五
―
一
五
六
頁

（
125
）
定
本
巻
四
、二
一
九
頁

（
126
）『
法
華
経
開
題
（
重
円
性
海
）』
定
本
巻
四
、一
六
八
頁

（
127
）『
大
和
尚
奉
為
平
安
城
太
上
天
皇
灌
頂
文
』
定
本
巻
五
、一
八
頁

（
128
）
道
宣
撰
『
続
高
僧
伝
』
に
伝
が
立
て
ら
れ
る
（
大
正
五
〇
・
五
六
一
上—

五
六
二
下
）

（
129
）
道
宣
撰
『
広
弘
明
集
』（
大
正
五
二
・
三
四
〇
中
）

（
130
）
度
苦
衆
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
べ
き
弟
子
智
泉
が
突
然
亡
く
な
っ
て
、
師
空
海
の
元
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う

（
131
）「
為
亡
弟
子
智
泉
達
嚫
文
」『
性
霊
集
』
巻
八
、
定
本
巻
八
、一
四
〇
頁

（
132
）「
詠
十
喩
詩
」—

「
詠
如
夢
喩
」『
性
霊
集
』
巻
十
、
定
本
巻
八
、二
〇
八
頁

（
133
）
大
宰
府
の
安
少
弍
宛
『
高
野
雑
筆
集
』
巻
上
、
定
本
巻
七
、一
一
二
頁

（
134
）『
高
野
雑
筆
集
』
巻
下
、
定
本
巻
七
、一
二
八
頁

（
135
）「
留
別
青
龍
寺
義
操
闍
梨
」『
拾
遺
雑
集
』
定
本
巻
八
、二
二
二
頁

（
136
）『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
（
広
付
法
伝
）』
巻
二
、
定
本
巻
一
、八
四
頁
。『
表
制
集
』
巻
四･

飛
錫
の
撰
文
（
大
正
五
二
・
八
四
八
中
）
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（
137
）『
真
言
付
法
伝
（
略
付
法
伝
）』
巻
二
、
定
本
巻
一
、一
三
三
頁

（
138
）「
故
贈
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
幷
序
」『
性
霊
集
』
巻
十
、
定
本
巻
八
、一
九
一
―
一
九
二
頁

（
139
）「
妃
夢
有
金
色
僧
容
儀
艶
一
對
妃
而
立
。
謂
之
曰
吾
有
二
救
世
之
願
。
願
暫
宿
后
腹
。
妃
問
是
爲
誰
。
僧
曰
吾
救
世
菩
薩
家
在
西
方
。
妃
曰
妾

腹
垢
穢
何
宿
貴
人
。
僧
曰
吾
不
厭
垢
穢
唯
望
尠
感
人
間
。
妃
曰
不
敢
辞
譲
左
之
右
之
隨
命
。
僧
懐
歓
色
躍
入
口
中
。
妃
即
驚
寤
喉
中
猶
似
呑
物
。

妃
意
大
竒
謂
皇
子
。
皇
子
曰
你
之
所
誕
必
得
聖
人
。
自
此
以
後
始
知
有
娠
」『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
参
照
、
河
東
、
七
九
―
八
〇
頁

（
140
）『
今
昔
物
語
』
巻
一
一
・
第
一
二
話
、
智
証
大
師
亙
唐
伝
顕
密
法
帰
来
語
第
十
二
。
参
照
、
河
東
、
二
二
九
頁

（
141
）
河
東
、
二
三
〇
頁

（
142
）
同
、
二
三
〇
頁

（
143
）『
今
昔
物
語
』
巻
一
二
・
第
三
二
話
、
横
川
源
信
僧
都
語
第
卅
二
。
参
照
、
河
東
、
二
二
九
頁

（
144
）『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
参
照
、
河
東
、
二
三
一
頁

（
145
）『
親
鸞
聖
人
正
明
伝
』
参
照
、
河
東
、
二
三
一
頁

（
146
）『
今
昔
物
語
』
巻
一
一
・
第
九
話
、
弘
法
大
師
渡
唐
伝
真
言
教
帰
来
語
第
九
。
参
照
、
河
東
、
二
二
九
頁

（
147
）『
御
遺
告
』
定
本
巻
七
、三
五
〇
―
三
五
一
頁

（
148
）『
請
来
目
録
』
定
本
巻
一
、三
七
―
三
八
頁

（
149
）「
子
不
語
怪
力
亂
神
」『
論
語
』
述
而
篇
第
七

（
150
）「
爾
時
妙
幢
菩
薩
。
親
於
佛
前
。
聞
妙
法
已
。
歡
喜
踊
躍
。
一
心
思
惟
還
至
本
處
。
於
夜
夢
中
。
見
大
金
鼓
。
光
明
晃
耀
。
猶
如
日
輪
。
於
此
光
中
。

得
見
十
方
無
量
諸
佛
。
於
寶
樹
下
坐
琉
璃
座
。
無
量
百
千
大
衆
圍
繞
而
爲
説
法
。
見
一
婆
羅
門
。
桴
撃
金
鼓
。
出
大
音
聲
。
聲
中
演
説
微
妙
伽

他
明
懺
悔
法
」
義
淨
訳
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
夢
見
金
鼓
懺
悔
品
第
四
（
大
正
一
六
・
四
一
一
上
）

（
151
）「
大
唐
神
都
青
龍
寺
故
三
朝
国
師
灌
頂
阿
闍
梨
恵
果
和
尚
之
碑
」『
性
霊
集
』
巻
二
、
定
本
巻
八
、三
六
―
三
七
頁

（
152
）『
大
日
経
』
入
曼
荼
羅
具
縁
品
第
二
之
一
（
大
正
一
八
・
六
上
）

（
153
）
佐
藤
、
三
〇
四
―
三
〇
五
頁

（
154
）『
大
日
経
』
入
曼
荼
羅
具
縁
品
第
二
之
余
（
大
正
一
八
・
一
〇
下
）
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（
155
）『
宗
秘
論
』
定
本
巻
五
、三
八
頁

（
156
）『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
（
広
付
法
伝
）』
巻
二
、
定
本
巻
一
、八
五
頁
、『
表
制
集
』
巻
四
（
大
正
五
二
・
八
四
八
中—

下
）

（
157
）
玄
奘
訳･

弁
機
撰
『
大
唐
西
域
記
』
巻
五
（
大
正
五
一
・
八
九
六
中
）
に
基
づ
く

（
158
）
惠
沼
述
『
成
唯
識
論
了
義
灯
』（
大
正
四
三
・
六
五
九
下—

六
六
〇
上
）
に
基
づ
く

（
159
）『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
（
広
付
法
伝
）』
巻
二
、
定
本
巻
一
、一
一
四
―
一
一
五
頁

（
160
）「
世
人
不
識
禅
定
。
但
言
太
子
入
夢
堂
」『
上
宮
皇
太
子
菩
薩
伝
』
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
四
五
頁

（
161
）
西
郷
、
三
三
―
七
二
頁
お
よ
び
河
東
、
八
二
―
九
〇
頁

（
162
）「
昔
大
師
臨
渡
海
時
［
中
略
］
夜
夢
梵
僧
来
到
［
中
略
］
託
宣
曰
。
海
中
急
難
時
。
我
必
助
守
護
」『
叡
山
大
師
伝
』
上
野
［
二
〇
一
五
］

一
四
八
―
一
四
九
頁

（
163
）「
夜
。（
夢
）
見
金
剛
界
曼
荼
羅
到
本
国
。
大
師
［
最
澄
］
披
其
曼
荼
羅
。
極
大
歓
喜
擬
礼
拝
大
師
」『
入
唐
求
法
巡
礼
記
』
上
野
［
二
〇
一
五
］

一
五
〇
頁
お
よ
び「
夜
夢
。
達
磨
和
尚
。
宝
志
和
尚
。
南
岳［
慧
思
］。
天
台［
智
顗
］。
六
祖
大
師［
湛
然
］。
并
日
本
国
聖
徳
太
子
。
行
基
和
尚
。

叡
山
大
師
等
。
俱
共
来
集
［
中
略
］
夢
覚
以
後
。
身
心
快
楽
」『
慈
覚
大
師
伝
』
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
五
三
頁

（
164
）
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
四
一
頁

（
165
）「
五
更
夢
見
金
剛
和
尚
［
金
剛
智
］。
此
夜
慇
節
祈
願
要
見
無
畏
［
善
無
異
］。
而
見
金
剛
大
師
。
為
珍
決
疑
一
一
如
法
」『
三
句
大
宗
』
裏
書
、

上
野［
二
〇
一
五
］一
五
六
頁
お
よ
び「
和
尚
晝
座
禅
於
石
龕
之
間
。
忽
有
金
人
現
形［
中
略
］金
人
答
曰
。
我
是
金
色
不
動
明
王［
＝
黄
不
動
］

也
」『
円
珍
伝
』
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
五
九
頁

（
166
）「
其
夜
夢
。
見
慈
覚
大
師
在
叡
山
講
堂
西
第
一
座
中
間
」『
胎
蔵
大
法
対
受
記
』
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
六
一
頁
、「
夢
得
慈
覚
大
師
親
為
安
然

伝
胎
蔵
。
畢
即
付
伝
法
之
印
」『
初
夢
記
』
序
、
上
野
［
二
〇
一
五
］
一
六
一
頁

（
167
）「
一
夜
夢
。
有
一
大
山
［
中
略
］
空
間
有
紫
雲
一
片
［
中
略
］
有
一
高
僧
。
出
於
雲
中
住
立
吾
前
［
中
略
］
問
曰
。
師
是
何
人
。
答
曰
。
我
是

唐
善
導
也
。
又
問
。
時
去
代
異
。
何
以
今
來
于
此
耶
。
答
曰
。
汝
能
弘
演
專
修
念
佛
之
道
。
甚
爲
希
有
。
吾
爲
來
證
之
。
又
問
曰
。
專
修
念

佛
之
人
皆
得
往
生
耶
。
未
答
乃
覺
。
覺
已
聖
容
尚
如
在
也
」
源
空
撰
『
拾
遺
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
夢
感
聖
相
記
（
大
正
八
三
・
二
三
九
中—

下
）。

参
照
、
河
東
、
三
一
二
―
三
二
二
頁
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空海における夢の諸相（小渕）

（
168
）「
夜
寅
ノ
時
。
上
人
［
親
鸞
］
夢
想
ノ
告
マ
シ
マ
シ
キ
。
カ
ノ
記
ニ
云
。
六
角
堂
ノ
救
世
菩
薩
。
顏
容
端
嚴
ノ
聖
僧
ノ
形
ヲ
示
現
シ
テ
。
白

衲
ノ
袈
裟
ヲ
著
服
セ
シ
メ
。
廣
大
ノ
白
蓮
華
ニ
端
坐
シ
テ
。
善
信
ニ
告
命
シ
テ
ノ
タ
マ
ハ
ク
。
行
者
宿
報
設
女
犯
。
我
成
玉
女
身
被
犯
。
一

生
之
間
能
莊
嚴
。
臨
終
引
導
生
極
樂
文
救
世
菩
薩
善
信
ニ
ノ
タ
マ
ハ
ク
。
コ
レ
ハ
コ
レ
ワ
ガ
誓
願
ナ
リ
。
善
信
コ
ノ
誓
願
ノ
旨
趣
ヲ
宣
説
シ

テ
。
一
切
群
生
ニ
キ
カ
シ
ム
ベ
シ
ト
云
云
」
覺
如
宗
昭
撰
『
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
』（
大
正
八
三
・
七
五
〇
下—

七
五
一
上
）。
参
照
、
西
郷
、

五
九
―
六
二
頁
、
河
東
、
三
二
六
―
三
四
〇
頁

（
169
）
参
照
、
奥
田
勲
『
明
恵　

遍
歴
と
夢
』、
荒
木
浩
『
夢
と
表
象
』
第
四
部
、
三
三
五
―
四
三
六
頁
、
ハ
リ
ー
ル
、
一
〇
三
―
一
〇
八
頁
、
河
東
、

三
四
〇
―
三
五
七
頁
、
前
川
、
三
五
三
―
三
八
〇
頁

（
170
）
眞
濟
『
空
海
僧
都
伝
』『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
巻
一
、三
一
頁

（
171
）
武
内
孝
善
「『
空
海
僧
都
伝
』
と
『
遺
告
二
十
五
ヶ
条
』」『
密
教
文
化
』
第
一
二
八
号
、
一
頁
参
照

（
172
）『
御
遺
告
』
定
本
巻
七
、三
五
二
頁

（
173
）
同
、
定
本
巻
七
、三
六
八
頁

（
174
）
河
東
、
一
五
頁
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『分別聖位経』について⑵
— 本経序段と『初会金剛頂経』 —

木　村　秀　明

はじめに

『略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門（分別聖位経）』不空訳一巻は、弘法大師教

学の骨格を構成する重要な経典である。『分別聖位経』は本経の前に「序」が付

いており、弘法大師空海はこの「序」を主要著作にたびたび引用している。そ

のため、空海の著作を研究する中で「序」については色々と考察が加えられて

きたが、本経についての体系立てた研究は今までほとんどなされていなかった 1。

そこで『分別聖位経』本経の全体を俯瞰してその構造を探り、拙稿 2 において

下記のように段落を設定し、各段落の概要を報告した。

《序　段》	 （T.	No.870,	Vol.18.	288b9）

〈阿迦尼吒天に於ける成道〉1〜 3	 （288b9）

〈須彌山頂への移動〉	 （288b15）

《三十七尊出生段》
〈挿入文①　自受用と他受用身〉	 （288b19）

〈三十六尊の出生〉	 （288b20）

〈後段との関係〉	 （291a2）

《三十七尊の加持と得益段》　	
〈挿入文②　毘盧遮那の自受用身と他受用身〉	 （291a2）

〈挿入文③　なぜ三十七尊か〉	 （291a6）	
〈三十六尊の加持と得益〉	 （291a12）

〈当段の功能・目的〉	 （291c7）
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《率都婆段》 （291c8）

『分別聖位経』は、基本的には『初会金剛頂経』に附属する原初的な儀軌とし

て位置付けることができると思われる。

仏金口の経典は、初めも中間も後も善く、文義は巧妙であり、純一で円満

である等とされるように、完全無欠であり、無謬性を有しているとされ、こ

のことが教理上の前提となっている。しかし少なからぬ経典には、その成立

過程を反映してか、論旨の不連続や矛盾が含まれ、難解な様相を呈する。そ

の中でも『初会金剛頂経』は特にこの傾向が強く、単純な合理的理解を拒む、

極めて深遠な文献となっている。そのため、註釈書等で様々な解釈が施され

てきたが、『分別聖位経』本経の《序段》では、『初会金剛頂経』の根幹部分

に対する大胆な解釈が提示されている。すなわち『初会金剛頂経』の基本的

位置付けが提示される冒頭の五成就を説く部分と、それに続く〔正宗分〕の

五相成身観による一切義成就菩薩の成道から須弥山頂への移動と五仏の成立

までを、『分別聖位経』は《序段》において独自の解釈に基づいて大胆に省略

し「略述」している。

拙稿において《序段》の概要を報告したが、本稿では、《序段》と『初会金剛頂経』

との関係を改めて詳しく検討し考察を加えたい。

	Ⅰ《序段》〈阿迦尼吒天に於ける成道〉１と『初会金剛頂経』

『分別聖位経』本経の《序段》は、
【分別聖位経】

爾時金剛界毘盧遮那佛。在色界頂阿迦尼吒天宮。初受用身。成等正覺。

  （Vol.18,	288b9-10）

【書き下し】

その時、金剛界毘盧遮那佛は色界頂の阿迦尼吒天宮に在し、初め受用身を

もって等正覺を成じ
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で始まっている。この中の最初の「爾時金剛界毘盧遮那佛。在色界頂阿迦尼吒

天宮」は、『初会金剛頂経』の冒頭の五成就を説くかなり長く難解な部分を、わ

ずか一語で表している。そこで先ず『分別聖位経』が省略して要約した『初会

金剛頂経』の部分に何が説かれているのかを確認したい。ただし、『初会金剛頂経』

は難解であるので、合理的な解釈が困難な部分については、思想的・哲学的な

考察には踏み込まず、表面的には何が書かれているのかという論旨の流れや構

造を中心に追ってみる。

すなわち『初会金剛頂経』では、「如是我聞一時」と型どおりに信成就と時成

就を説いた後、

【不空訳『初会金剛頂経』】

婆伽梵。成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智……大悲毘盧遮那。常恒住三世。

一切身口心金剛如來。 （Vol.18,	207a10-16）

【書き下し】

婆伽梵、一切如來の金剛加持と殊勝なる三昧耶智を成就せる……大悲毘盧

遮那、三世に常恒に住せる、一切の身口心金剛なる、如來は
【梵文】

bhagavån sarvatathågatava jrådhi⋲†hånasamaya jñånavividhaviße⋲a- 

samanvågata˙/...  （堀内本	§2）

mahåk˚po vairocana˙ ßåßvatas tryadhvasamayavyavasthita˙ sarvakåya-

våkcittavajras tathågata˙ （堀内本	§3）

世尊、一切如來の金剛加持と種々の殊勝な三昧耶智を具足し、……大悲を

備え、毘盧遮那（遍く照らす者）であり、常住であり、三世の時に住し、一

切の身口心金剛である、如來は

として、毘盧遮那の性格を規定する同格の修飾句を多数伴って教主成就を説い

ている。

この三世に常住であり、一切の身語心金剛（sarvakåyavåkcittavajra-）である

等とされる大悲毘盧遮那（mahåk˚po vairocana˙, 大悲を備えた毘盧遮那）如来を、

『分別聖位経』は「金剛界毘盧遮那佛」と略した形になっている。なお、『初会
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金剛頂経』の大悲毘盧遮那が、自分の仏国土に住し有始無終であるとされる大

乗仏教の現在諸仏とは異なり、我々が住むこの仏国土のアカニシュタ天におい

て過去・現在・未来に亘って常に存在し続けているとされる点を確認しておき

たい。

この後、『初会金剛頂経』では処成就が説かれ、一切如来が遊戯し摩尼宝珠など

の種々の飾りで荘厳された「阿迦尼吒天王宮中の大摩尼殿（akani⋲†hadevaråjasya 

bhavane, アカニシュタ天王の宮殿）」に、上記の大悲毘盧遮那如来が「住していた

（vijahåra）」3 とする。さらに続けて、その時に九十九千万の菩薩やガンジス川の

砂の数に等しい如来たちが伴にいたとして、衆成就を説いている。

ここまでを『分別聖位経』は「その時、金剛界毘盧遮那佛は色界頂の阿迦尼

吒天宮に在し」と簡潔にまとめていることになる。この要約は、『初会金剛頂経』

に忠実であり、特に問題はない。また、『初会金剛頂経』も当所までは、「如是我聞」

の我とは誰かとか、毘盧遮那の性格を規定する長い修飾語をどのように分析す

るか、それらに含まれる「金剛加持」や「身語心金剛」等の用語の正確な概念

規定など、細かい問題はあるものの、論旨の展開には断絶もなく分かりやすい

内容となっている。

しかし、『初会金剛頂経』はこの直後から俄然と難解な様相を呈するようにな

り、その理解のためには、高度な教理的・哲学的解釈が要求される。なお『分

別聖位経』は、これら難解な部分については頑なまでに沈黙を守るのである。

すなわち、普通の経典では処成就で明かされた場所において当該経典が説

かれたとされるが、『初会金剛頂経』では前述のようにアカニシュタ天王の宮

殿に大悲毘盧遮那如来が多くの仏菩薩たちと一緒に「住していた（vijahåra）」

とされるだけで、そこで当該の『初会金剛頂経』が説れたとは明言されてい

ない。

そのかわりに、上記の衆成就に続いて、かなり唐突に、

【不空訳『初会金剛頂経』】

猶如胡麻示現。滿於閻浮提。於阿迦尼吒天亦復如是。彼無量數如來身。從

一一身。現無量阿僧祇佛刹。於彼佛刹。還説此法理趣。 （Vol.18,	207a24-27）
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【書き下し】

猶し胡麻の如く示現し閻浮提を滿す。阿迦尼吒天に於ても亦復た是の如し。

彼の無量數の如來の身は一一の身より無量阿僧祇の佛刹を現し、彼の佛刹

に於て還って此の法の理趣を説く。

【梵文】

tad yathå ’pi nåma tilabimbam iva, parip∑r∫aμ jamb∑dvīpe saμd˚ßyate 

taiß cåprameyais tathågatakåyair, ekaikasmåc ca tathågatakåyåd 

aprameyåsaμkhyeyåni buddhak⋲etrå∫i saμd˚ßyante, te⋲u ca buddha-

k⋲etre⋲v imam eva dharmanayaμ deßayanti sma//  （堀内本 §6）    

あたかも胡麻の莢のごとく閻浮提もまたそれら無量の如来の身体によって

満たされていることが見られる。また一々の如来の身体から無量無数の仏

国土が現れ、またそれらの仏国土において実にこの法の理趣を彼らは説い

た。

と説かれる。直前のアカニシュタ天の大悲毘盧遮那の描写から一転して、当所

では閻浮提が無量の如来によって満たされているという不思議な情景が唐突に

提示されるのである。もっとも漢訳は前後の関連を意識してか、アカニシュタ

天も同様であると付け加えている。そして、この閻浮提に満ちている無数の如

来の一人ひとりの身体から、さらに無数の仏国土が顕現し、その仏国土におい

てこれらの如来が「この法の理趣」を説いたとする。

この合理的理解を超えた神秘的な閻浮提の説法の情景と、直前までに説かれ

ていたアカニシュタ天の五成就の説示の間には、必然的な関連性がほとんど見

られない。そのため、この法の理趣を説いた無数の如来とアカニシュタ天の大

悲毘盧遮那との関係や、無数の如来によって説かれた「法の理趣（dharmanaya-）」

と当該の『初会金剛頂経』との関係、さらには神秘的な閻浮提説法とアカニシュ

タ天の大悲毘盧遮那との時間関係等、様々な解釈の余地が生じている。

なお、『初会金剛頂経』は、この後も、閻浮提における一切義成就菩薩の成道

など、閻浮提への拘りを示し、それが当経の統一的な理解を困難にする一因と

なっているが、『分別聖位経』は『初会金剛頂経』の閻浮提に関連する説示を一
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切無視するのである。

『初会金剛頂経』は、アカニシュタ天における五成就と神秘的な閻浮提説法

を説き終わった後に、さらに第二の毘盧遮那の存在形態を唐突に説く。すなわ

ち、
【不空訳『初会金剛頂経』】

時婆伽梵大毘盧遮那如來。常住一切虚空。一切如來身口心金剛……

（中略）  （Vol.18,	207a27-29）

婆伽梵大菩提心普賢大菩薩。住一切如來心。 （Vol.18,	207c8,9）

【書き下し】

時に婆伽梵大毘盧遮那如來、一切の虚空に常に住し、一切如來の身口心金

剛にして……

（中略）

婆伽梵、大菩提心なる普賢大菩薩は一切如來の心に住す。

【梵文】

atha bhagavån mahåvairocana˙ sarvåkåßadhåtusadåvasthitakåyavåk-

cittavajra˙/  （堀内本 §7）

（中略）

bhagavån mahåbodhicitta˙ samantabhadro mahåbodhisattva˙ sarva-

tathågatah˚daye⋲u vijahåra//  （堀内本 §17）

その時、世尊、大毘盧遮那、一切の虚空界に常に住する身語心金剛であり、

……世尊、大菩提心である、普賢大菩薩は、一切如来の心臓に住していた。

とする。先のアカニシュタ天の大悲毘盧遮那（mahåk˚po vairocana˙）に対して、

当所の毘盧遮那は大毘盧遮那（mahåvairocana-）と表現され、この大毘盧遮那（単

数）が一切如来の心臓（複数）に住していたとされる。当所の大毘盧遮那は、如

来蔵系の法身に連なるものと思われるが、当所で引用を省略した箇所には、こ

の大毘盧遮那を修飾する同格のかなり難解な修飾句が極めて多数説かれている。

そのために、この大毘盧遮那の統一的な概念を構築することが困難であり、さ

らに前述のアカニシュタ天の大悲毘盧遮那や閻浮提の如来たちとの総合的な関
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係性を把握することが難しくなっている。『分別聖位経』は、法身に相当すると

思われるこの難解な大毘盧遮那の存在に触れることなく、単に “ 金剛界毘盧遮

那佛が阿迦尼吒天宮に在していた ” とするのである。

この後、『初会金剛頂経』は、正宗分とされる部分に入る。正宗分では、場面

が再び閻浮提に移る。まず、

【不空訳『初会金剛頂経』】

時一切如來。滿此佛世界。猶如胡麻。 （Vol.18,	207c9）

【書き下し】

時に一切如來の此の佛世界に滿ちること猶し胡麻の如し。

【梵文】

atha sarvatathågatair idaμ buddhak⋲etraμ tad yathå tilabimbam iva 

parip∑r∫am/  （堀内本 §17-2）

その時、一切如来によってこの仏国土はあたかも胡麻の莢のごとくに満た

されていた。

とし、我々がいる閻浮提を含む仏国土が一切如来によってびっしりと満たされ

ていたと説く。これは、無量の如来の身が一切如来と言い換えられてはいるが、

前述の神秘的な閻浮提説法の閻浮提の情景を、まるで念を押すように再提示し

ている 4。その上で『初会金剛頂経』は、

【不空訳『初会金剛頂経』】

爾時一切如來雲集。於一切義成就菩薩摩訶薩坐菩提場。往詣示現受用身。

咸作是言。 （Vol.18,	207c10,11）

【書き下し】

その時一切如來は雲集して一切義成就菩薩摩訶薩の坐せる菩提場に往詣し

て受用身を示現して咸く是の言を作す。

【梵文】

atha khalu sarvatathågatå mahåsamåjam åpadya yena sarvårthasiddhir 

bodhisattvo mahåsattvo bodhima∫∂ani⋲a∫∫as tenopajagmu˙/  upetya 

bodhisattvasya såμbhogikai˙ kåyair darßanaμ dattvaivam åhu˙/ 
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  （堀内本 §18）

さてその時、一切如来は雲集して、菩提道場に坐している一切義成就菩薩

摩訶薩に近づいた。近づいてから菩薩に受用身をもって姿を現して、次の

ように言った。

とする。この一切義成就菩薩は明らかに釈尊を示唆しており、釈尊が成道した

閻浮提の菩提道場に、それまで閻浮提にびっしりと満ちていた一切如来が雲集

して（mahåsamåjam åpadya）、成道する直前の一切義成就菩薩に近づき、受用身

をもって（såμbhogikai˙ kåyair）姿を現して、以下の言葉をかけた、とする。時

系列の上では、釈尊が成道した時点に戻ったことになるが、『初会金剛頂経』が

説法された時点との関係が不明となっている。またアカニシュタ天で三世に常

に住している大悲毘盧遮那と一切義成就菩薩と関係も示されていない。さらに

一切如来の受用身（受用身をもって姿を現した一切如来）が、この時点でどのよう

な姿・形態を取っていたかも不明である 5。

この後、『初会金剛頂経』では、一切如来の受用身による驚覚の言葉を契機に、

一切義成就菩薩がこの一切如来〔の受用身〕の教えに従って五相成身観を修し、

成道して「金剛界如来（vajradhåtus tathågata˙）」6 となる過程が説かれる。この

筋書きにより『初会金剛頂経』は、閻浮提に産まれた歴史的な仏である釈尊が、

一切如来の受用身という密教の仏身の教えによってはじめて成道できた、と主

張しているように思われる。さらに言えば、仏教を説いた釈尊と密教の仏身の

関係を新たに設定し、延いては仏教と密教の位置付けを規定して、密教の優位

性を示そうとしたと思われる。しかし、この試みがどの程度功を奏したかは別

にして 7、『初会金剛頂経』は、当所に閻浮提における一切義成就菩薩の五相成

身観の修習による成道の物語を唐突に導入したことにより、論旨の流れに断絶

が生じ、時系列や仏身等についての統一的な理解をより困難にしてしまったと

思われる。また、釈尊である一切義成就菩薩が行じた五相成身観を、実際の潅

頂等の密教の主要儀礼にどのように組み込むかという問題も抱え込んだとも思

われる。

これに対して『分別聖位経』は、この厄介な閻浮提における一切義成就菩薩
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の成道の物語を思い切りよく切り捨てている。前述したように『分別聖位経』

本経は冒頭で「その時、金剛界毘盧遮那佛は色界頂の阿迦尼吒天宮に在し、初

め受用身をもって等正覺を成じ」と明言している。すなわち『初会金剛頂経』

が閻浮提の一切義成就菩薩が一切如来の受用身によって（såμbhogikai˙ kåyair）

成道し金剛界如来となったとするところを、成道したのはアカニシュタ天にい

た金剛界毘盧遮那佛であり、閻浮提ではなくアカニシュタ天において、［一切如

来の］受用身によって初めて成道したと主張していると思われる。換言すれば、

『初会金剛頂経』のアカニシュタ天の大悲毘盧遮那と閻浮提で一切義成就菩薩が

成道した金剛界如来とが同一であると認定し、アカニシュタ天の毘盧遮那も初

めは一切如来の受用身の教えに従って一切義成就菩薩と同じ五相成身観を修し

て成道して金剛界毘盧遮那佛となったと、『分別聖位経』は解釈したことになる。

しかし、何故か『分別聖位経』は、わずかに金剛界毘盧遮那佛が［一切如来の］

受用身によって成道したことだけは一応認めるが、五相成身観を修して成道し

たことは頑なに認めない。

この『分別聖位経』の解釈にしたがえば、アカニシュタ天で初めて毘盧遮那

が成道したのは、釈尊が世に現れる遙か昔であったことになり、時系列の上で

も妥当な解釈となり、閻浮提における一切義成就菩薩の成道の物語を省略して

も理論的には矛盾が生じない。さらに、一切義成就菩薩をアカニシュタ天の毘

盧遮那が顕現した化身であるとする等の、合理的な仏身解釈をさらに重ねる余

地も生まれる。しかし『分別聖位経』のこの解釈では、アカニシュタ天の金剛

界毘盧遮那佛はアカニシュタ天で初めて覚りを開いた有始無終の仏となり、『初

会金剛頂経』がアカニシュタ天の大悲毘盧遮那を三世に常に住する仏と明確に

規定していることと、明らかに相違する。いずれにせよ『初会金剛頂経』を合

理的に解釈することは難しく、殊に仏身についての解釈は困難を極めるようで

ある。

なお、『分別聖位経』の「受用身成等正覺」は、『初会金剛頂経』の一切義成

就菩薩の成道の過程を前提にすれば、さらにⅢ節で述べるように直後の宝潅頂

において「一切如来」をそのまま主語として登場させていることなどから、上
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記のように “〔一切如来の〕受用身〔の教え〕によって成道した ” と理解するこ

とが自然であると思われる。しかし「受用身」は『初会金剛頂経』の具格の形

を残していた可能性が高く、もし単数形に直されていれば “ 金剛界毘盧遮那佛

が受用身〔の姿・形態〕によって成道した ” と解釈することもできる。また具

格の複数の形が残されていた場合でも “ 複数の受用身の形態で成道した ” とも

解釈でき、原文の段階で受用身の教えによって成道したと同時に受用身として

成道したと、二通りの解釈の余地が設定されていた可能性もある。

Ⅱ《序段》〈阿迦尼吒天に於ける成道〉２と『初会金剛頂経』

『分別聖位経』本経の《序段》は、前節の「その時、金剛界毘盧遮那佛は色

界頂の阿迦尼吒天宮に在し、初め受用身をもって等正覺を成じ」に続いて、等

正覺を成じた「金剛界毘盧遮那佛」の覚りの内容と徳性を次のように示してい

る。

【分別聖位経】

證得一切如來平等智。即入一切如來金剛平等智印三昧耶。即證一切如來法
平等自性光明智藏。 （Vol.18,	288b10-12）

【書き下し】

〔金剛界毘盧遮那佛は〕一切如來の平等智を證得した。即ち一切如來金剛平
等智印三昧耶に入り、即ち一切如來法平等自性光明智藏を證した。

この文は『初会金剛頂経』の五相成身観の最終段階を説いている下記の文か

ら作られている。

【不空訳『初会金剛頂経』】

時世尊金剛界如來。當彼刹那頃。現證等覺一切如來平等智。入一切如來平
等智三昧耶。證一切如來法平等智自性清淨。則成一切如來平等自性光明智
藏如來。應供正遍知。 （Vol.18,	208a24-28）

【書き下し】

時に世尊金剛界如來は當に彼の刹那の頃に、一切如來平等智を現證等覺し、
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一切如來平等智三昧耶に入り、一切如來の法平等智の自性清淨を證し、則

ち一切如來平等自性光明智藏、如來、應供、正遍知と成った。

【梵文】

atha bhagavån vajradhåtus tathågatas tasminn eva k⋲a∫e 

① sarvatathågatasamatåjñånåbhisaμbuddha˙ 

② sarvatathågata-vajra-samatåjñåna-mudrå-guhya-samayapravi⋲†a˙ 

③ sarvatathågatadharmasamatå-jñånådhigamasvabhåvaßuddha˙

④ sarvatathågatasarvasamatå-prak˚tiprabhåsvarajñånåkarabh∑tas

⑤ tathågato ’rhan samyaksaμbuddha˙ saμv˚tta iti// （堀内本 §31）

さてその時、世尊金剛界如来は当にこの瞬間に、

①一切如来の平等性智を現証し、

②一切如来の金剛の平等性智の印である秘密の三昧耶に入り、
③一切如来の法の平等性の智の証得により自性清浄で、

④一切如来の一切の平等性の自性光明なる智を蔵するものとなり、

⑤如来、阿羅漢、正等覚者となった。

『初会金剛頂経』では、この文の直前に、それまでの五相成身観の修習により

自身の心臓に薩埵金剛を確立して、金剛界菩薩と呼ばれるに至った一切義成就

菩薩による請願の言葉 8 と、その言葉に応えて一切如来〔の受用身〕が薩埵金剛
（sattvavajra-）の中に入り、一切義成就菩薩が初めて「金剛界如来」と呼ばれる

に至った 9、五相成身観修習過程のいわば最終場面が説かれている。それを受け

て、上記の『初会金剛頂経』の文では、 その「金剛界如来」が一切如来の平等智

を主とする徳性を保持している如来、阿羅漢、正等覚者となったことを明かし

ている。

この文の金剛界如来の徳性を現す部分を、『分別聖位経』は、アカニシュタ天

で成道した「金剛界毘盧遮那佛」の覚りの内容と徳性を明かすものと見なして、

閻浮提における五相成身観の修習過程を説く部分を完全に切り捨てて、前節の

「その時、金剛界毘盧遮那佛は色界頂の阿迦尼吒天宮に在し、初め受用身をもっ

て等正覺を成じ」の文に直接接続しているのである。なお、『分別聖位経』は、
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このように五相成身観を無視したことにより、一切如来が薩埵金剛の中に入っ

たことにも触れていない。このことが及ぼす影響については、次節において述

べることとする。

また、上の引用文では『分別聖位経』と『初会金剛頂経』で共通する語句を

太字で表示してみたが、これによっても明らかなように、『分別聖位経』は、用

語や語順をそのままに、『初会金剛頂経』の文を所々省略して直接用いている。

またこの直截的な要約の仕方から判断して、『分別聖位経』は、当所の文意や各々

の用語について、特別な解釈は加えていないようである。

なお、不空訳『初会金剛頂経』の訳語までそのまま使用していることから、『分

別聖位経』が、原典からの翻訳ではなく、漢訳『初会金剛頂経』から作り出さ

れた疑念が浮かんでくる。しかし、不空訳『初会金剛頂経』が「入一切如來
平等智三昧耶」とするところを、『分別聖位経』は「入一切如來金剛平等智印
三昧耶」として「金剛」と「印」を加えている。梵文でも「sarvatathågata-

vajra-samatåjñana-mudrå-guhya-samayapravi⋲†a˙」とあり、梵文・蔵訳

ともに金剛と印を加えている。これは不空訳『初会金剛頂経』が使った原文と

は異なった、現存の梵文および蔵訳が用いた原典に近い、何らかの原文の情報

を、『分別聖位経』が使用したことを示唆している。『分別聖位経』も不空訳と

されており、不空訳『初会金剛頂経』と同じ訳語が使用されていても不思議は

ない。また、上に示した梵文において、『分別聖位経』と共通する語句を機械

的に繋ぎ合わせても、不自然なサンスクリットにはならない。これらのことか

ら、『分別聖位経』の《序段》は、漢訳『初会金剛頂経』から直接造りだされ

たものではなく、サンスクリット原文が存在したと、一応判断できると思われ

る。

	Ⅲ《序段》〈阿迦尼吒天に於ける成道〉３と『初会金剛頂経』

前節に続いて、『分別聖位経』《序段》は、

【分別聖位経】
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成等正覺已。一切如來。從薩埵金剛。出虚空藏大摩尼寶。以灌其頂。令發
生觀自在法王智。安立一切如來毘首羯磨善巧智。 （Vol.18,	288b13-15）

【書き下し】

〔金剛界毘盧遮那佛が〕等正覺を成し已ると、一切如來は薩埵金剛より、虚
空藏大摩尼寶を出して、以って其の頂に灌ぎ、觀自在法王智を發生させ、

一切如來の毘首羯磨の善巧智に安立せしめた。

としている。この文も、やはり前節で示した文に続いて『初会金剛頂経』の宝

潅頂を説く、

【不空訳『初会金剛頂経』】

時一切如來。復從一切如來薩埵金剛出。以虚空藏大摩尼寶。灌頂。發生觀
自在法智。安立一切如来毘首羯磨。 （Vol.18,	208a28-b2）

【書き下し】

時に一切如來は復た一切如來の薩埵金剛より出て、虚空藏大摩尼寶を以っ
て灌頂し、觀自在法智を發生させ、一切如来の毘首羯磨に安立させた。

【梵文】

atha sarvatathågathå˙ punar api tata˙ sarvathathågata-sattvavajrån ni- 

˙s˚tyåkåßagarbhamahåma∫iratnåbhi⋲eke∫åbhi⋲icyåvalokiteßvara- 

dharmajñånam utpådya, sarvatathågatavißvakarmatåyåμ prati⋲†håpya,  

  （堀内本 §32） 

その時、一切如来〔の受用身〕は、再び復た、一切如來（金剛界如来）の薩
埵金剛から出て、虚空蔵大摩尼宝の潅頂によって潅頂して、観自在の法の
智を生じさせて、一切如来の種々の事業性を確立させて、

の文を、ほぼそのまま使用している。ただし、『初会金剛頂経』では、一切如来〔の

受用身〕が一切如来（＝金剛界如来）の薩埵金剛から出て（ni˙s˚tya）、虚空蔵大摩

尼宝の潅頂によって〔金剛界如来を〕潅頂した 10、とするが、『分別聖位経』は

それを、一切如来が薩埵金剛から虚空蔵摩尼宝を取り出して、その摩尼宝を用

いて〔アカニシュタ天で金剛界毘盧遮那佛を〕潅頂したと読み替えている。そ

れでも一切如来〔の受用身〕が毘盧遮那を潅頂することにはかわりない。しかし、
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『初会金剛頂経』では、前節で示したように「一切如来は金剛界如来のその薩埵

金剛に入った」との文言が前にあるので、一切如来が薩埵金剛界から出た、と

しても不自然ではない。いっぽう『分別聖位経』は、前節において述べたように、

五相成身観による成道の過程をことさら無視しており、一切如来が薩埵金剛に

入ったことにも触れていない。そのために、当所において突然、薩埵金剛から

一切如来が出てきたと言い出すことが難しかったと思われる。そこで原文に最

小限手を入れて 11、一切如来が薩埵金剛から虚空蔵大摩尼宝を取り出した、と

読み替えたと思われる。それでも薩埵金剛が突然現れるという不自然さは残さ

れている。

ま た、『 初 会 金 剛 頂 経 』 が「 安 立 一 切 如 来 毘 首 羯 磨、sarvatathågata-

vißvakarmatåyåμ prati⋲†håpya（一切如来の種々の事業性を確立させて）」とする

ところを、語末に「善巧智」12 を加えて「安立一切如來毘首羯磨善巧智」とし、

金剛界毘盧遮那佛が智を獲得したことを強調している。

このような改訂の背後にどの程度深い思想的解釈を読み取れるかは別にして、

表面的には、当所においても『分別聖位経』は『初会金剛頂経』に特段の解釈

は加えておらず、『初会金剛頂経』をほぼそのまま使用しているといえる 13。

	Ⅳ《序段》〈須彌山頂への移動〉と『初会金剛頂経』

前節に続いて、『分別聖位経』は、

【分別聖位経】

令往詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣。集聖衆已。於是毘盧遮那佛。加持一切

如來。施設四方坐師子座。時不動如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成
就如來。復加持毘盧遮那佛。 （Vol.18,	288b15-19）

【書き下し】

［一切如來の受用身は金剛界毘盧遮那佛を］須彌山頂の金剛摩尼寶峯樓閣に

往詣せしめる。聖衆を集め已りて、是に於て毘盧遮那佛は一切如來〔の受

用身〕を加持し、四方を施設し、師子座に坐した。時に不動如來と寶生如
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來と觀自在王如來と不空成就如來は、復た毘盧遮那佛を加持した。

と、須弥山頂への移動と五仏の成立について説く。当所は『初会金剛頂経』の

やはり前節の文に続く、

【不空訳『初会金剛頂経』】

由此往詣須彌盧頂金剛摩尼寶峯樓閣。至已。金剛界如來。以一切如來加持。

於一切如來師子座。一切面安立。時不動如來。寶生如來。觀自在王如來。

不空成就如來一切如來。以一切如來。加持自身。婆伽梵釋迦牟尼如來。一

切平等。善通達故。一切方平等。觀察四方而坐。 （Vol.18,	208b2-8）

【書き下し】

［一切如來は］此に由って須彌盧頂の金剛摩尼寶峯樓閣に往詣す。至り已り

て、金剛界如來を一切如來の加持を以って一切如來の師子座に於て一切の

面に安立す。時に不動如來と寶生如來と觀自在王如來と不空成就如來との

一切如來は一切如來〔性〕を以って自身を加持し、婆伽梵釋迦牟尼如來の

一切平等の善通達の故に、一切方平等〔性〕をもって四方を觀察し而して

坐す。

【梵文】

yena sumerugirim∑rdhå yena ca vajrama∫iratnaßikharak∑†ågåras 

tenopasaμkråntå˙ / upasaμkramya vajradhåtuμ tathågataμ 

sarvatathågatatve ’dhi⋲†håya sarvatathågatasiμhåsane sarvato mukhaμ 

prati⋲†håpayåm åsur iti// （堀内本 §32）

atha khalv ak⋲obhyas tathågato ratnasaμbhavaß ca tathågato 

lokeßvararåjaß ca tathågato ’moghasiddhiß ca tathågata˙ 

sarvatathågatatvaμ svayam åtmany adhi⋲†håya bhagavata˙ ßåkyamunes 

tathågatasya sarvasamatåsuprativedhatvåt/ sarvadiksamatåm 

adhyålambya catas˚⋲u dik⋲u ni⋲a∫∫å˙//  （堀内本 §33）

〔一切如来の受用身は〕須弥山頂の金剛摩尼宝峰楼閣に近づいた。〔その楼

閣に〕近づいて、金剛界如来を一切如来性において加持し、一切如来の師
子座にすべてに面して坐らせた。
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その時、実に、阿閦如来と宝生如来と世自在王如来と不空成就如来は、一

切如来性を自ら自身に加持し、世尊釈迦牟尼如来が一切平等性に善く通達

する故に、一切の方向の平等性を捉えて、四方に坐した。

を、要約した形になっている。『初会金剛頂経』のこの文も難解であり、解釈の

余地が生じる箇所である。

『分別聖位経』と不空訳『初会金剛頂経』とを比較しすると、「往詣須彌山頂

金剛摩尼寶峯樓閣」と「時不動如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來」

は共通するが、その他は「四方」と「師子座」等の訳語が共通して使われてい

るぐらいで、かなり異なった様相を示しており、さらに当所において『分別聖

位経』はかなり大胆な解釈を『初会金剛頂経』に加えてもいる。

『初会金剛頂経』では、一切如来〔の受用身〕が、恐らく金剛界如来を伴って、

須弥山頂に移動し、金剛界如来を加持して、全ての方向を向かせて師子座に坐

らせたとする。すると一切如来〔の受用身〕は阿閦等の四仏と呼ばれ、この四

仏が自分で自身を加持し、全ての方向が平等であると観察して四方に坐ったと

される。そもそも金剛界如来は一切如来の受用身によって成道した一切義成就

菩薩であるので、当所を順当に解釈すれば、一切如来の受用身が、自分たちが

成道させた金剛界如来を須弥山頂に連れて行き、金剛界如来を加持し、その時

点で自ら四仏の姿を現して金剛界如来を自分たちの真ん中に坐らせたと、一切

如来の受用身と四仏が主導する文脈で理解できる。このように『初会金剛頂経』

では、一切如来の受用身と四仏は、金剛界如来から顕現した従属的な存在では

なく、一切義成就菩薩が金剛界如来となる前から存在し、成道前の金剛界如来

に対しては優位性すら示す、金剛界如来と対等の独立した外在的存在とされて

いるように思える。なお、『初会金剛頂経』では、その後に続く金剛界三十七尊

出生段において、四仏は、金剛界如来と対等の立場で、金剛界如来と共同で相

互に三十二人の菩薩を出生したとされる。

いっぽう、『分別聖位経』では、アカニシュタ天からの移動であることは別

として、一応〔一切如来の受用身が金剛界毘盧遮那仏を〕須弥山頂に往詣さ

せたとするまでは『初会金剛頂経』と同じである。しかし、その後一転して、
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〔金剛界〕毘盧遮那佛が一切如来〔の受用身〕を加持して、「四方を施設」し、

師子座に坐ったとする。すると、それに応えるように、今度は阿閦等の四仏

が〔金剛界〕毘盧遮那佛を加持したとするのである。したがって、この四仏は、

金剛界毘盧遮那佛の加持と「四方の施設」を契機に顕れた一切如来〔の受用

身〕であり、換言すれば金剛界毘盧遮那佛が四仏を顕現させたとも解釈できる。

このように『分別聖位経』は当所をあくまで毘盧遮那を中心に据え、四仏を

毘盧遮那に従属する存在として解釈して、大胆に要約しているのである。また、

このように要約することによって、毘盧遮那と四仏の関係性が整理されると

ともに、四面大日の問題 14 等も解消し、より統一のとれた解釈に仕上がって

いる。

なお、Ⅰ節の最後で、『分別聖位経』が意図的に「受用身成等正覺」を “ 金剛

界毘盧遮那佛が受用身〔の姿・形態〕によって成道した ” と解釈させようとして

いた可能性を示したが、同様に、当所の「令往詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣」も、

『初会金剛頂経』の文脈をある程度無視すれば、“〔金剛界毘盧遮那佛が〕須彌山

頂金剛摩尼寶峯樓閣に〔一切如来を〕往詣させた ” と読むことも可能である 15。

この文の直後の「至已（至り已りて）、upasaμkramya 近づいて」を、『分別聖位経』

が「集聖衆已（聖衆を集め已りて）」とことさら言い換えているが、これはこのよう

な第二の読みを指示しているかもしれない。

まとめ

以上のように『分別聖位経』本経の《序段》は、『初会金剛頂経』の冒頭の五

成就から一切義成就菩薩の閻浮提における五相成身観による成道と須弥山頂へ

の移動および五仏の成立までを説く部分を、独自の解釈に基づき大胆に要約し

ている。すなわち、教主成就に明かされていたアカニシュタ天の三世常住の「大

悲毘盧遮那」を、閻浮提において一切義成就菩薩（釈尊）が五相成身観を修して

成道した「金剛界如来」と同値して、「金剛界毘盧遮那佛」と規定し、この金剛

界毘盧遮那佛がアカニシュタ天において成道した後に須弥山頂に移動し、四仏
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を顕現させたと解釈して、大胆に要約する。

すなわち、『初会金剛頂経』の長文で難解な五成就を説く部分を「金剛界毘

盧遮那佛は色界頂の阿迦尼吒天宮に在し」の一語で表し、さらに一切義成就

菩薩が閻浮提において一切如来の受用身の教えにしたがって五相成身観を修

して成道する過程を説いた部分をほぼ完全に省略している。その後の、金剛

界如来の一切如来の平等智を主とする徳性を明かす文と、宝潅頂によって観

自在法智等の智を得たことを説く部分はほぼそのまま用いるが、次に続く須

弥山頂への移動および五仏の成立が説かれる部分には、かなり手を入れてい

る。すなわち、『初会金剛頂経』では、一切如来の受用身が、自分たちが成道

させた金剛界如来を須弥山頂に連れて行き、自ら四仏の姿を現し、金剛界如

来を自分たちの真ん中に坐らせたとしているところを、『分別聖位経』《序段》
は、須弥山頂において金剛界毘盧遮那佛が四仏を顕現したと、大胆な解釈を

加えている。

さらに、『分別聖位経』のアカニシュタ天における成道を要約した部分（金

剛界毘盧遮那佛。在色界頂阿迦尼吒天宮。初受用身。成等正覺）は、『初会金剛頂経』

の文脈に従えば “ 金剛界毘盧遮那佛は〔一切如来の〕受用身〔の教え〕によっ

て成道した ” と読むことができるが、受用身の教えによってではなく、“ 受用

身〔の姿・形態〕によって金剛界毘盧遮那佛が成道した ” とも読める。さらに

二通りに読めるように『分別聖位経』は意図的に解釈の余地を残した可能性も

ある。

このように、『初会金剛頂経』では金剛界如来と同格の独立した存在とされて

いた四仏を、『分別聖位経』《序段》は種々の智を蔵している金剛界毘盧遮那佛

によって顕現された内在的・従属的な存在であると解釈し、要約している。

最後に、《序段》が何故このような形に作られたかについて考察して本稿を閉

じることにする。

『分別聖位経』では《序段》に続いて《三十七尊出生段》と《三十七尊の加
持と得益段》および《率都婆段》が説かれている。この《三十七尊出生段》で
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は毘盧遮那仏が自ら証得した自受用智から四仏を始めとする金剛界三十六尊の

出生を観想する観想法が説かれ、さらに《三十七尊の加持と得益段》にはその

三十六尊の加持により種々の能力を獲得することにより毘盧遮那仏の身体を獲

得すると説かれている。この二種類の観想法は、『分別聖位経』の中心部分を構

成しているが、明らかに『初会金剛頂経』の五相成身観とは別系統の観想法で

ある。また、四仏を始めとする三十六尊が、毘盧遮那仏の自受用智から出生す

ることを前提としている。すると、この『分別聖位経』の二種類の観想法は、

四仏を五相成身観を修して成道した金剛界如来と対等な独立した存在としてい

る『初会金剛頂経』とは、相容れないことになる。もし、このような『初会金

剛頂経』の教説と相容れない観想法をそのまま説くと、金剛頂系の正統な経典・

儀軌とはみなされない危険がある。そこで、『分別聖位経』は、金剛頂経系の密

教としての正統性を担保するために、《三十七尊出生段》と《三十七尊の加持と
得益段》の両段の前に、『初会金剛頂経』を大胆に解釈し要約した《序段》を置

いたと考えられる。そのために《序段》では『分別聖位経』の観想法と別系統

の五相成身観が省略され、四仏と毘盧遮那の関係性が外在的対等関係から内在

的従属関係に切り替えられたと思われる。

また、このような四仏と毘盧遮那の関係性の変更を正当化するために、『初

会金剛頂経』において四仏が毘盧遮那と対等の独立した存在とされているのは、

あくまで閻浮提において一切義成就菩薩が一切如来の受用身（四仏）の教えに

よって成道し、四仏によって須弥山頂に連れて行かれ、四仏と協力して三十二

尊を出生した時のはなしであり、アカニシュタ天の金剛界毘盧遮那佛の成道の

場合とは異なる、とする暗黙の理論が構築されていたと思われる。そのために、

《序段》においては、閻浮提における一切義成就菩薩の成道と五相成身観の修習

の過程が徹底的に排除されたとも考えられるのである。
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pravi⋲†å iti// さて、〔金剛界菩薩によって〕このように言われると、一切如来〔の

受用身〕は金剛界如来のその薩埵金剛に入った」（堀内本 §30）。 

10 漢訳は、「以虚空藏大摩尼寶。灌頂（虚空藏大摩尼宝を以て灌頂し）」とする。

11 例えば、ni˙s˚tya を nirh˚tya（nir-∕h˚, abs.） 等に読み替えた可能性も考えられる。

12 善巧智の原語は、kaußalajñå 等が考えられるが、『分別聖位経』が原文の改訂を最

低限におさめようと試みたとすると、tå を jñå あるいは prajñå 程度の改訂に留め

たとも考えられる。

13 『初会金剛頂経』の梵文に最低限の改訂を加え、所々を省略することにより、さ

ほど無理なく梵文を作ることが可能と思われる。仮に試案の一例を次にあげる。

「sarvatathågathå˙ sattvavajrån nirh˚tyåkåßagarbhamahåma∫iratnaµ tenå- 

bhi⋲icyåvalokiteßvaradharmajñånam utpådya, sarvatathågatavißvakarma-

prajñåyåμ prati⋲†håpya」（下線は改訂箇所）。

14 金剛界如来を一切の面に安立した（一切面安立、sarvato mukhaμ prati⋲†hå-

payåm åsur すべてに面して坐らせた）とは、すべての方角（四方）を向いて坐ら

せた、と解釈できるが、物理的に不可能なので、四面大日の像などが作られるに至っ

た。

15 その場合には『初会金剛頂経』の upasaμkråntå˙ を『分別聖位経』が使役形の

upasaμkramita˙, upasaμkraμta˙ 等の単数形に直したか否かによって漢文の読み

が決定されると思われるが、梵文原典がない現状では確定出来ない。『初会金剛頂
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経』の「往詣」を『分別聖位経』が敢えて「令往詣」としていることは、単数形へ

の改訂を示唆しているかもしれない。
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『金剛頂経』和訳 ㈧

髙　橋　尚　夫

本稿は第六・大三法羯の四種印智を説く段である。慶喜蔵によれば、以下の如

くある。

〔一〕…大印智……H251~256-2…

〔二〕…三昧耶印智（三昧耶会・諸印の印相）…H263~271-2…

〔三〕…法印（三昧耶会諸印の真言）…H278~284…

〔四〕…羯磨印智……H285~291-2

そこで、「本尊の真言を授けて四種印智を教えるべし」（tato h˚dayaμ dattvå 

svakuladevatåcaturmudråjñånaμ ßik⋲ayet）（H250）云々より、「金剛鈴を振うべし」

（vajragha∫†å tu cålayed）（H298）というまでの章句が、義利悉地等（第五 ･悉

地を成就する智：前稿「『金剛頂経』和訳㈦」参照）も成就したので、自加持等に

よって…本尊瑜伽の生起を成就すべきことと、成就者の精進力を生じさせるた

めに称賛を説くべきであるということの二つの義を示すために、示されたの

である。…

とある。本尊と行者との入我我入の次第を説く箇所である。大印とは本尊の影像

を憶念することであり、三昧耶印とは本尊の誓願が印契によって幖され、法印と

は本尊の真言（心呪）である。羯磨印とは本尊の事業（はたらき）が印契によって

幖されている。入我我入は身口意の三密瑜伽によるべきで、本来は同時に観修さ

れるべきものであろうと思われるが、経典には四印の記述は各別に記されている。

実修にあたっては行者は各自組み合わせよとのことかも知れない。また、後期イ

ンド密教における、三昧耶薩埵（samayasattva）と智薩埵（jñånasattva）の合一も
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説かれている（H254~256）。我々の『金剛界念誦次第』における「現智身・見智身・

四明・成仏」に当たる次第であり、大事な箇所であるので本来ならば検討すべき

であるが、本稿の和訳という制約と、紙数の超過を畏れ割愛する。以下の拙稿を

参照されたい。

○「『初会金剛頂経』における「金剛薩埵成就法」について」『仏教学（38）』

山喜房仏書林、1996年

瑜伽密教の中心である本尊瑜伽の行法のうち「金剛薩埵成就法」を取り

上げ、瑜伽密教の巨匠、アーナンダガルバ、ブッダグフヤ、シャーキャ

ミトラ三者の観修法を比較研究したもの。（Ａ５判、81~103頁）（23頁）

○「アーナンダガルバの金剛界成就法について」『佐藤隆賢博士記念論文集』

記念論文刊行会、平成 10年 5月

アーナンガルバの金剛界三十七尊すべてに渡る瑜伽観法を明らかにした

もの。（Ａ５判、85~110頁）（26頁）

なお、最近以下の論文が公表された。是非とも参照されたい。

種村隆元「『真実摂経』「金剛界大マンダラ」章所説の大印の実践——

Preliminary Edition,…和訳註、および内容分析——」『川崎大師教学研究

所紀要』第 7号、川崎大師教学研究所…設立 50周年記念、2022年

参考文献
略号
梵文テキスト
H　堀内寛仁…「梵蔵漢対照…初会金剛頂経の研究…梵本校訂篇」（上）（下）、密教文

化研究所、昭和 58年（上）､昭和 49年（下）

チベット訳
Tib　Íraddhåkaravarman, Rin chen bza∆ po訳 ; “De bshin gßegs pa thams          

cad kyi de kho na ñid bsdus pa shes bya ba theg pa chen po’i mdo”
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P　北京版西蔵大蔵経　大谷大学……No.112 na 1~162

D　デルゲ版西蔵大蔵経　東北大学……No.479 na 1~142

N　ナルタン版西蔵大蔵経………大正大学……No.432 ja 213~440

漢文テキスト
不空 　不空訳『金剛頂一切如来真実摂大乗現証大教王経』三巻、大正蔵
18､No.865

施護 　施護訳『仏説一切如来真実摂大乗現証三昧大教王経』三十巻、大正

蔵 18､No.882

二巻 　不空訳『金剛頂一切如来真実大乗現証大教王経』（大正蔵 18、No.874）

頁は、高橋尚夫国訳・校注「新国訳大蔵経」密教部 7所収、大蔵出

版、1996年

和訳
津田真一『和訳　金剛頂経』東京美術、平成 7年

註釈
慶喜蔵　Ånandagarbha; Sarvatathågata-tattvasaµgrahamahåyånåbhisamaya-

nåma-tantravyåkhyå-tattvålokakår¥-nåma（P No.3333, Vol.71, D No.2510）

釈友 　Íåkyamitra; Kosalålaµkåratattvasaµgraha†¥kå（P No.3326, Vol.70, 

71, D No.2503）

覚密 　Buddhaguhya; Tantrårthåvatåra（P No.3324, Vol.70）

註釈和訳
遠藤祐純　『Ånandagarbha造『Tattvåloka』「金剛界品」金剛界大曼荼羅　和訳』

ノンブル社、2014年 10月

同		 『Íåkyamitra 造『Kosalåla∆kåra』「金剛界品」金剛界大曼荼羅　

和訳』ノンブル社、2015年 7月
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その他
VÍ 　Karmavajra, Gshun nu tshul khrim訳 : Vajraßikharamahåguhya-

yogatantra

D　デルゲ版　東北目録　No.480（台北版 No.478, Vol.17）

P　北京版　大谷目録　No.113, Vol.5

PA 　Mantrakålaßa, lha bstan po, zhi ba’dod “Ír¥paramådyamantra-

kalpakha∫∂a-nåma”

『吉祥最勝本初真言儀軌品と称するもの』　

D　デルゲ版　東北目録　No.488（台北版 No.486, Vol.17）

P　北京版　大谷目録　No.120, Vol.5

北村 　北村太道・タントラ仏教研究会『全訳　金剛頂大秘密瑜伽タントラ』

起心書房、平成 24年 11月
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第六・大三法羯・四種印智

H250　次に、心呪を授けて、自部の本尊の四印の智を教示すべし。次の儀則に

よって述べるべし。
「汝はいかなる他の者に対して、［また］これらの印に通じていないものに対し

て一印をも示すべきではない。それは何故かとならば、実に、次のように大曼荼
羅を見ることのないそのような有情たちは、印縛をなしたとしても、その時は、そ
のような彼らには悉地はないであろう。そして、彼らは疑惑を生じ、災いを回避
せず、たちまち命を落とし、無間大地獄に落ちるであろう。そして、［乱りに教示
した］汝自身もまた悪趣に行くであろう」と。

慶喜蔵（P 162b1~, D 143b1~）

「次に、心呪を授けて」というのは、灌頂の後、汝は義利悉地等の中から、「何

を欲するのか」と尋ねて、何であれ欲するところのものを彼に示して、義利悉地

等を成就するために、その心呪と、成就者の花が本尊の身のところに落ちたその

［本尊の］心呪を授けるのである。誰でも金剛薩埵等を欲するけれども、その悉地

（P de ni dngos grub, D don gyi dngos grub「義利悉地］；Pをとる）等がないもの、彼

に対しては vajrasattva云々の心呪を授けるべきである。それ故、次のように示さ

れている。すなわち、義利悉地等を成就せんと欲する者、彼に対して二つの心呪

を授けるべきである。また、誰であれ、吉祥金剛薩埵等の大印、あるいは、三昧

耶と羯磨印を成就せんと欲する者、彼に対しては vajrasattva云々と自の本尊の

心呪を授けるのである。法印を成就せんと欲する者、彼に対しては法印のみを授

けるべきである。心呪を授けて何がなされるべきかとならば、

「自部の本尊の四印の智を教示すべきである」と説くのである。自分のでもあっ

て、部族のでもあることによるならば、「自部」である。ある花をある部に落とす

こと、それは如来と金剛と蓮華と宝の部の区別によって四種である。すなわち、そ
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れによって一切の部の共通の儀則を示したのである。そこにおいて、自部の本尊

である如来等の四印は、大印と三昧耶［印］と法［印］と羯磨印であって四種で

ある。それらの智は、大印等の決定であって、それを教示すべきであると顕示さ

れたのである。それによってまた、（P 163a）次のように示したのである。すなわち、一

切の悉地において自の本尊の身に面前して四印によって刻印すべきである。

この「印に通じていないもの」というのは、大印等のこれらの四印について、通

達しておらず、知らない者、（D 144a）それにおいてである。

「他の誰かある者」というのは、金剛界大曼荼羅に入らない者、それが「他」である。

かくの如くならば、［曼荼羅に入らない］他の者と、理解できなくて無知の者、そ

の［両者］においてである。

「いかなる印も示すべきでない」というのは、三昧耶を知らず、曼荼羅に入らな

い者に対して、四種の印を含めた印を示すべきでないのみならず、一印すらもま

た示すべきでないと、「gang yang rung ba（anyatara, 経典には ekataraとある）」

の語によって示したのである。何故「一印をも示すべきでない」のかとならば、「そ
れは次のように」云々と説くのであって、それは理由を説くのである。

「大曼荼羅を見ることなく」というのは、三昧耶を知らないことである。「印を
結ぶことをなすならば」というのは、大印等の事業を成就すべきために、大印等

を結ぶことに勤修をなすことである。「その時、彼等にはそのような悉地はないで
あろう」というのは、大印等における事業の悉地が説かれることがあるが、それ

を勤修したとしても、彼等は大曼荼羅を見ないが故に、それぞれに成就すること

はないのである。「そこで彼等は疑惑を生じるであろう」というのは、その時、印

を結ぶことに勤めても、彼等は結果を得ることがないが故に、疑惑を生じて、こ

れは如来によって説かれたのではないのかと疑惑をもって思うのである。

「災いを回避せず」というのについて、災いとは、世尊のお言葉に違越すること

である。そのお言葉は以下である。『（P 163b）大曼荼羅を見ないが故に、いかな

る印であれ、一つをも結ぶことをなさず、勤修をもなさず』ということで、これ

（印不縛）を回避しないのが、災いを回避しないことである。さらにまた、如来の

おっしゃることに疑惑するのが災いであって、それ（疑惑）を回避しないのが、災
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いを回避しないことである。災いを回避しないこと、それに由るならば、「たちま
ち命を落として」というのは、百年の時を得て住する業があるが、それもまた（D 

144b）印を結ぶとき、その時には寿命は満たされることなく死ぬであろう。死すべ

き所作をなして後、無間大地獄に墜ちるであろう。正法を捨する事業をなしたが

故であるという密意である。「汝自身もまた悪趣にいくであろう」というのは、私

の言葉より違越することと、有情を騙したが故である。

釈友 （P 122a8~, D 104a7~）

曼荼羅の事業を示すこと、それらは四印の瑜伽によってなすべきであると説く

時、それらの印は説かれず、それによって（D…104b）それを教示すべきために、「次
に」云々当の経文が説かれるのである。「心呪を授けて、自部の本尊の四印の智を
教示すべし」云々について、そこにおいて始めにまず、「自部」とは、如来部等で

ある。そこに「本尊」とは如来等である。それらの「四印」とは、大印と三昧耶

印と法印と羯磨印等である。その智であることによるならば、「自部の本尊の四印
の智」である。「教示」（bslab pa: ßik≈ayet）とは、教誡（man ngag: upadeßa）が示

されるべきである。如何に推し量るか、それを示すべき為に「儀則が次のように」

と説かれるのである。その儀則は何であるかとならば、それ故に「汝は示すべき
ではない」というのである。どうして一切に対し説くべきではないか、とならば、語

ることなくして、他のいかなる者に対しても説くなかれということである。誰であ

るかとならば、「他の者」とは、外道たちである。どうしてこの教えに入る者に対

しても説かないのか、とならば、それはまた、「印に通じていない者」に対しては

示さないのであって、これらの印において通じているならば［示す］という意味

である。誰であれ、印に通じていない者はよく了知することが出来ないと言って、も

し印を知らない者に対して示さないならば、もしそうならば、誰に対しても示す

べきではない、ということとなり、初心者はすべて印を知らないのである。［それ

は非理であり］それによるならば、「印に通じていない者」というのは、三昧耶を

知らない者という意味である。つぎのように示す。曼荼羅に入る時、金剛薩埵女

の印を結ぶことによるならば、三昧耶を得ることになるのであり、遍入して清浄
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となったその時、金剛阿闍梨は金剛弟子に印を示すのである。それによるならば、三

昧耶を得ない者、彼は諸印に（P… 123a）通じる者ではなく、彼に対しては示すべき

ではないのである。一切の印を示すべきではないのみならず、一印すらをも示す

べきではないのである。

「示すなかれ」と説く時、示したならばいかなる過失があるのかと問うならば、「そ
れは何故か（D 105a）とならば」云々というのである。「実に、次のように」（tathå…

hi）云々によって、過失であること、それを詳しく示している。「大曼荼羅を見る
ことのない」というのは、これによって三昧耶を知らないことを示したのである。

「印を結ぶことをなすならば」というのは、印縛をなすならば、ということである。

その時、彼等は三昧耶を得ること無く、また、微細金剛を観修しないことによっ

て、そのように成就しないであろう。彼等は真言行の理趣において疑惑を生じる

であろうが、《我々はこの瑜伽の儀則を有する者ではない》と、自分の過失を見る

ことが無いであろう。それによるならば、彼等は「災いを回避せず」というのである。

「災い」とは、世尊金剛手の教えを超えることである。それを回避しないならば、そ

の時にはたちまち（ß¥ghram）死ぬことになり、命終するという意味である。しか

らざれば、悪趣に堕するであろうといわれる。「汝自身」というのは、三昧耶を知

らないものに対して印を教示した汝である。「儀則に説かれたとおりに印を教示す

べきである」とこのように説くことを示して、今は印を教示すべきである。

［一］　大　印　智
（1） 一切如来薩埵成就法 ･ 大印智（一切如来現等覚）

H251　そこで ､ 一切如来・薩埵 1 を成就する大印の智がある。
1）心を観察することから始めて、「金剛界よ」と唱えつつ、

自身を仏の姿（gzugs; bimba）を［取ると観想し］、金剛日（毘盧遮那）なり
と成就すべし 2。（Tib.による）

2）この［印］によって成就するや否や、智と寿命と力と若さと遍行性

（sarvagamitva-）を獲得する。仏性もまた得難からず。
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一切如来現等覚印である。

【訳註】1「一切如来・薩埵」Skt.… sarvatathågatasattva-,… Tib.…de…bzhin… gshegs… pa…

thams…cad…kyi…sems…dpa’、チベットによれば「一切如来の薩埵」とあるが、慶喜蔵の

釈によれば、一切如来とは五仏であり、薩埵とは三十二菩薩のことである。「一切如来・

薩埵」と記しておく。

2…Tib.…/…sems…rtogs…pa…nas…brtsams…nas…ni…/…/…rdo…rje…dbying…zhes…brjod…byed…cing…/

/…sangs…rgyas…bzugs…su…bdag…bsgyur…la…/…/…rdo…rje…nyi…ma…bsgoms…par…bya’o…//

により訳したが、サンスクリットと漢訳は以下である。

cittajñånåt samårabhya  vajras∑ryaµ tu sådhayet / 

buddhabimbaµ tu* måtmånam  vajradhåtuµ pravartayet // *tu måtmånam → 

svam åtmånam ?

「心を知ることから始めて、仏形を有する［自分］自身を、金剛日なりと成就すべし。

金剛界［よ、という真言を］誦すべし」

不空 「従心智応発　応観金剛日　観自為仏形　応誦金剛界」

施護 「先従心智発生已　次応観想金剛月　自身即是諸仏形　復当観想金剛界」

すなわち、次下の諸釈によれば、心の観察とは、第一通達菩提心のことであり、五

仏を成就する五相成身観のことである。金剛日が 施護 では金剛月になっている。

施護 は第二修菩提心の月輪ととったのであろうか。

慶喜蔵（P 163b4~, D 144b2~）

H251-1）「そこで、一切如来の」云々について、「そこで（te…nas； atha）」と言う語は、す

ぐさまである。一切如来でもあって、薩埵であることによるならば「一切如来の薩埵」

であって、如来たちと金剛薩埵をはじめとし、金剛遍入（金剛鈴菩薩）に至るまでの

薩埵たちである。彼等の悉地が「大印」であって、彼等の身印について、一切如来

の薩埵を成就する大印であると言われる。その「智」が確実に説かれるべきである。

「心を観察することから始めて」というのは、金剛合掌と金剛縛を結んで、金剛

縛を心臓にて引き裂くべし。それより金剛遍入を生じて堅固になし、金剛跏坐し

て金剛縛を押し当てて跏趺に置く。自の心臓に五鈷金剛杵を思い、禅定（P 164a）
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と無色定を現前して、意成身の最後有の大菩薩である一切義成就の身が、繒綵と

宝冠による灌頂を得、色究竟宮の菩提場の獅子座に自ら坐すと思うべし。次に、毘

盧遮那と阿閦等の印を如実に結ぶ瑜伽によって、oμ cittaprtivedham karomi /

という［真言］より始めて、[oμ] yathå sarvatathågatå[˙] tathåhaμ /というま

でに、［五］現等覚を現証（D…145a）して、ja˙ h∑μ vaμ ho˙と唱えて、意に叶っ

た瑜伽によって毘盧遮那を始めとする五如来無辺身に入り、自身において加持等

をなす。

「金剛日を観修すべし」というのは、金剛日の光明の観察は世尊如来金剛日で

あって、金剛日を観修すべきである。そのものを示せば、「仏の姿を自身となし
て」と言うのである。その意味はすなわち、金剛日の光明の輪によって観察され

た仏陀の姿ということであって、毘盧遮那等の如来の身を観修すべきである。こ

のように観修することは、自身或いは面前になされた存在によって、それより歓

喜すべきために「自身となす」というのである。何を唱えて観修すべきかとなら

ば、「「金剛界よ」と唱えつつ」というのである。五如来の総呪である vajradhåtu

というのを唱えることをなして完誦するのである。次のように示して、自加持等

の一切を（P 164b）なして、最勝覚［印］と触地印と最勝施［印］と最勝三摩地［印］

と無畏［印］等の印を結んで、毘盧遮那等の身を自身と観修すべきである。
H251-2）「それによって」というのは、毘盧遮那等の大印によってである。「成

就するや否や」というのは、その身を生じる悉地のみによってである。「智」とは

三世無障礙［智］であって無碍である。「寿命」とは、如来のように、以後は果て

なき間生きることである。「力」とは身力と、処と非処とを知る十力等である。「若さ」

とは十六歳の形相を有する（D…145b）姿であって、これら一切を得ることとなるの

である。「遍行性」（P kun du ’gro ba nyid, D kun du bzang bo nyid「普賢性」：Pをと

る）とは、十方に行くことと、仏性であって、これらを身そのものによって得るこ

ととなるのである。

釈友 （P 123a7~, D 105a4~）

そこで、しばらくまず、一切印の根本となることであるならば、大印が説かれ
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るべきである。それによるならば、それは「一切如来」云々と示される。「一切如来」

とは、仏と菩薩たちを摂受している。一切如来でもあり、薩埵でもある（P 123b）

ならば「一切如来の薩埵」である。彼等の「成就」とは希求するところの義利を

お与えになることである。それも、印等がなければ生じることは無く、それらの

印も種類が多いので、それより区別をなすべき為に「大印」と説くのであって、そ

の「智」である。そこで、まず始めに、如来の大印成就法を説く。以前説いた儀

則によって、如実の処に坐し、これら一切は心のみであると知ることが「心を観
察（D 105b）すること」であって、それによって心観察の相を第一現等覚の真言（oµ 

cittaprativedhaµ karomi）であると示したのである。そこから始めて、第五の真言（仏

身円満）にいたるまでで、一切如来として自らを現等覚する。次に金剛日の羯磨印

を結び、項
うなじ

の所に光明の輪を想う。それも、一切の暗黒を鎮める相である日輪を

観修し、夜でも昼の如く、暗黒もまた日輪の如くに輝くと想うべきである。その

日光の輝きも、虚空界に至るまで拡散し、自身を仏の姿であると観修し、金剛界

の真言を唱えるべきである。それが仏の「大印の智」である。

「成就するや否や」というのは、印において自在を得るや否やという意味である。

「これによって」というのは、示された否やの印である。「智」とは、三世におい

て無碍にして無障なる［智］（三世無障礙智）である。「寿命」とは、長遠なること

である。「力」とは、身体の［力］であって、いかなる一切有情によっても破壊さ

れないものとなる。（P… 124a）「若さ」とは、百歳であっても十六歳の如くになるこ

とである。さらにまた、「遍行性などを獲得する］というのはまた、仏の印を成就

することによって、仏性をも獲得することである。これは、福徳と智慧の積集を

円満しない時においても、瑜伽を観修する力によって、仏身の印の姿を成就する

のみで果を［得ることを］示したのである。何であれ、非常に得難き主宰である

仏性となること、それもまた得ることになるであろうという意味である。

（2） 金剛薩埵成就法 ･ 大印縛

H252　次に ､ 金剛薩埵を成就する大印の縛がある。
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1）誇らしげに 1 金剛杵を抽擲し、金剛慢（自身金剛薩埵なり）を起こして 2、身・語・
心金剛の［瑜伽］によって、自ら金剛薩埵となるべし。（ VÍ  北村  p.216, 539）

2）この［印］によって、遍行者、一切の愛欲の主、安楽を有する者、神通・寿命・

力・姿の最勝を持つ、金剛薩埵と等しい者となるべし。

【訳註】1「誇らしげに」Skt.…sagarvam,…Tib.…bsgyings…bcas「慢を持して」とある。

2「金剛慢（自身金剛薩埵なり）を起こして」Skt. vajragarvåµ samudvaham, Tib. 

rdo rje bsgyings par sems bskyed de「金剛慢を心に生じ（金剛薩埵なりと心に思う）」

とある。

慶喜蔵（P…164b4~,…D…145b1~）

H252-1）「次に ､ 金剛薩埵を成就する大印の縛がある」というのについて、「次に」

という語は説き終わった。不壊の薩埵が「金剛薩埵」である。その「成就」とは、現

証することである。そのための「大印」とは、金剛薩埵の身の大印であって、その「縛
がある」というのは、それを結ぶ相を説くということである。

「誇らしげに金剛杵を抽擲し」というのは、慢によって称揚した左の金剛拳に鈴

を持ち、内に向けて、左の側面に置くこと、それによって慢を具するならば「誇
らしげに」である。右手で金剛杵を抽擲して投げ上げて執持をなすことによるな

らば、「誇らしげに金剛杵を抽擲して」というのである。このように、誇らしげに

金剛杵を抽擲して、その金剛杵を自の胸に称揚の仕草（tshul:…naya）で（P 165a）

安立をなすことが金剛薩埵の身印の仕草であって、自身がその慢の瑜伽によって

住して観修すべきである。何故この身印のみによって世尊金剛慢の大印を生ずる

のかとならば、身・語・心の金剛によって「金剛薩埵と自らがなる」と説くので

ある。薩埵跏坐によって吉祥金剛薩埵の姿勢（dbyibs）によって住する、これが「身
金剛」である。h∑μ字より舌に白色の五鈷金剛杵を思い、vajrasattvaと誦すこと、そ

れが「語金剛」である。そのように観修すること、それが「心金剛」である。こ

れら身・語・心の金剛によって吉祥金剛薩埵に自らがなるのである。
H252-2）「ni（tu）」（’dis…ni...）というのは、確実に持することであって、それ
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らによって生じて、真実の自己がその理趣にて観修するという意味である。つぎ

のようにまた、（D… 146a）色・形と座と名と手相［印］などを区別して、多種で広

大なる身秘密、それが知られるべきである。

「金剛語の瑜伽によって、法印の自性を述べる。

金剛語は音声を離れている。それは明らかに述べる秘密である。

自心を観察することによって、月輪［上］金剛杵を観修す。

観修して、三（身・語・心）は一理趣であるというこの心秘密を知るべきである」

と、説かれている。次のように説かれている。すなわち、金剛遍入を如実に生

じて、vajrasattvaと意に唱えて、一切法は無我なりと観修すべし。次に、月輪

の形があり、その上に第二の月輪があって、その第二の月輪は vajrasattvaとい

う心呪を具することにより、五鈷金剛杵となる。金剛杵の中央に vajrasattvaを

布置し、vajro… ’hamと言う金剛の我慢（我は金剛薩埵なり）を生じて金剛杵その

ものが（P 165b）薩埵加持の瑜伽によって、金剛薩埵そのものと［なると］想

い、mahåsamayasattvo… ’hamという［真言］によって、我慢を生じ、金剛薩埵の

三昧耶印を結び、samayo…’hamという［真言］によって、三昧耶薩埵を観修し、三

昧耶印そのものと、samayasattva…adhiti⋲†hasva…måmという［真言］によって、自

身を加持して大印を想うべきである。次に、智薩埵を如実に遍入して、我に加持

することなどをなして、供養し、恭敬し（P…phyag…rgya…byas,…D…phyag…byas: Dを取

る）、大印を結び vajrasattvaと唱えて、金剛薩埵を自身と観修すべし。

「それによって」云々について、吉祥金剛薩埵の大印を得ることが、「それによ
って」であり、「遍行者」というのは、一切の世間界において一刹那に行って到達

するものであり、「一切の愛欲の主」というのは、一切世間界に住する愛欲の色・声・

香・味・触等の主であって、享楽をなしてそれらの主となることであり、「安楽を
有する者」とは、ここに一切の苦が生ぜず、一切の安楽が生じる、それゆえ安楽

を有するであろうと説くのである。「神通 ･ 寿命 ･ 力 ･ 最勝の姿等、金剛薩埵と等
しい者となるであろう」というのは、神通と寿命と力と姿等、金剛薩埵と等しく

なって、後に金剛薩埵そのものとなるのである。
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釈友 （P 124a3~, D 105b7~）

H252-1）仏の大印を説き終わった。今は転輪の大印を教示すべき為に「次に」

云々と説くのである。「金剛慢を心に生じて」というのについて、「金剛慢」とは、金

剛薩埵（D 106a）の大印であって、そこに真言行者の身を生じるべきであるという

意味である。それはまた、変［身］のみを尽くすだけでは無く、さらにまた、「身
語心の金剛によって」というのであって、我は金剛薩埵であると身語心の金剛を

観修することである。「誇らしげに（慢）金剛杵を抽擲し」というのについて、「誇
らしげに（慢）」1とは、左の金剛拳を腰に置くことであると示して、プライド（bsnyems 

pa）を有することによるならば「誇らしげに」（bsgyings bcas; sugarvam）である。

それは何であるかとならば、金剛［杵］といって、右手にある五鈷［杵］において、「誇
らしげに金剛［杵］を」というのである。それを「抽擲する」とは、二種あって、大

地を摂受するなどの場合には、中央から持して、繰り返して牽引して持するとこ

ろの抽擲と、平静な状態で坐しているときに、自分の心臓に高挙の仕草で置くと

ころの抽擲である。このように慢を具有する金剛 2を抽擲すること、それもまた、最

初に加持などをなしてからである。
H252-2）金剛薩埵の大印を成就して、今はその悉地の果を示す。すなわち、「遍

行」とは、他の世間界に行く故である。同様に、「一切の愛欲の主」というのは、一

切の欲界の主が「一切の愛欲の主」であって、主宰となることである。そこにお

いて安楽があることによるならば、「安楽を有する者」であり、それによって、病

無きことを示すのである。「神通」とは、自在である。「寿命」とは、長く生きる

ことである。「力」とは、身体の［力］であって、山を牽引することなどである。「姿」

とは、相（mtshan名?）などによって荘厳することである。「最勝」とは、それら

によって最勝となることであって、神通・寿命・力・姿の最勝などによってである。

このようであるならば、金剛薩埵の大印を観修することによって、真言者は金剛

薩埵と相似となるという意味である。

【訳註】1「誇らしげに（慢）」P…bsgyings…pa,…Dには、rdo…rje…bsgyings…pa「金剛慢」

とある。
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　「金剛慢」の Skt.は vajragarvaであるが、この句は Skt.1bの vajragarvaではな

く、Tib.1c （bsgyings bcas）、Skt.1a（sagarvam）「誇らしげに」をさしているのであろう。

「bsgyings bcas」とありたいところである。

2「慢を具有する金剛」bsgyings pa dang bcas pa’i rdo rjeとあるが、「誇らしげに金

剛杵を」の意味であろう。

H253　3）身・語・心金剛の［瑜伽］によって、そのように画像に依止して、幖

幟の［諸］印を備えた大薩埵たち（金剛王以下の諸尊）を成就すべし。
4） そこで、ここに《一切儀軌の成就法と悉地と成就者たちの大事業（羯磨）》が［あ

るが、それらを］私は順次に説くであろう。
5） まず、毎日 ､ 時宜を得て、自加持（本尊加持）等を同様になして、一切を成

就すべし。しかる後は意のままにせよ。

慶喜蔵（P…165b8~,…D…146b3~）

H253-3）今は「身・語・心金剛の」云々によって、金剛王等の印を結ぶ相を樹

立することを示したのであって、それに由るならば「身・語・心金剛（P… 166a）に
よって」というのは以前の如くである。「そのように画像に依止して」というのは、描

かれるべきものであるならば「画像」であって、金剛王を始めとして金剛遍入に

至るまでである。それらに随順するのが「依止すること」であって、金剛鉤によ

って一切如来を集会せしめるということから、金剛鈴によって一切如来を遍入せ

しめるということまで知るべきである。描かれたもの、それに依止して、画像の

如くに知るべきである。それに由るならば、描かれたものに随順するように、「そ
のように画像に依止して」というのである。

「幖幟の諸印を備えた」というのは、鉤等がそれらの幖幟の印であって、それら

を備えていて、それを具足して金剛王等の大薩埵たちを観修すべきである。次の

ように示す。すなわち、吉祥金剛薩埵の悉地と相似に、一切の儀則を随行して、画

像を描く儀則において、それらの大印を描くことを説き、それに依止して金剛王

等、それらの幖幟である金剛鉤等を手にとって、金剛王等を観修すべし。この経
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典のみによって瑜伽が説かれるのであり、「心のみにおいて、等引するのが瑜伽と

いわれるのである」と説かれるからである。「毘盧遮那等、これらを自身に加持す

ることをなして成就すべし」と示されているからである。
H253-4）「そこで」云々と説くのであって、「ここに」というのは、瑜伽タント

ラにおいてである。「一切儀軌の」というのは、上述の如く説かれた大印［の儀軌］

である。「成就法」というのは、自の身体（P… 166b）に智薩埵を如実に入れて、一

つとなると専念することであり、この成就法によって大印等を成就することであ

る。「悉地と成就者たちの大事業（羯磨）等」というのは、悉地等を成就して円満

したものたちの大印の「大事業」であって、最勝の事業である。「仏随念を成就す

るならば、仏たることと速やかになる」（出典不詳）云々である。「順次に説くであ
ろう」というのは、一切の儀軌の成就法と悉地と成就者たちの大事業、それら一

切を順次に如実に説くべきであり、相互に混ぜて［説くべき］ではない。
H253-5）「先ず」というのは、誦呪と観修の開始である。「毎日」というのは、日々

にである。「時宜に」というのは、午前と昼と午后と夕刻である。「自加持等を同
様に」というのは、その後また、他のタントラに説かれているように、自加持等

をなしたのち、所作があるけれどもなさないことはないのである。「一切を成就す
べし」というのは、誦呪と観修によって大印等を生じるべきである。「しかる後は（D…

147b）意のままにせよ」というのは、大印等を観修することと誦呪によって厭倦し

疲労して印を結べなくても、誦呪と観修はなすべきである。次に疲労と厭倦から

離れたならば、再びまた、印を結んで誦呪と観修をなすべきである。これによっ

て次のように示すのである。すなわち、

もし曼荼羅の禁戒を円満せんと欲するならば、その時は自身を守護し、沐浴等

の一切の儀則を随行して、砕罪の印によって罪悪を砕くべきである。次に、如（P…

167a）来の瑜伽によって毘盧遮那等の身を生じて、その部の瑜伽によって金剛薩

埵等の身を想い、心を観察することなどの次第によって、自の［本尊との］瑜伽

を観修して、自身を円満し、それらの大印を如実に結んで、虚空と等同の瑜伽に

よって自の心臓に三千の仏国土と等同の月輪を想い、金剛因［菩薩］の印によっ

て金剛界大曼荼羅を化作し、自身を金剛薩埵と想い、遍入の儀則によって入り、悉
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地の金剛禁戒に至るまでの儀則をなすべきである。

このことは、ここに自加持等をなして、次にその後、自の身体に一切の尊を入

れて、自の住処に建立して、四印によって刻印し、加持し、灌頂して、一切の供

養によって供養して、一切の真言をそれぞれ誦呪すること十万遍なすべきである。

もし、観修せんと欲するならば、同様に一切の尊を自の身体に入れて、一切の

儀則を随行して、再び虚空と等同の瑜伽によって自の心臓に入れ、同様に金剛因

の羯磨印によって金剛界大曼荼羅を化作し、四印の曼荼羅に説かれる（D… 148a）

五つの心呪によって一切の尊の色身を化作し、各々の住処に安置すべきである。
oμ… vajradhåtu… sattvavajri… /… ratnavajri… /…dharmavajri… /…karmavajri（P…

omits）…/…
oμ…vajrasattva…h∑μ…/…vajrasattva…/…vajraråja…/…vajraråga…/…vajrasådhu…/

oμ…vajraratna…h∑μ /…vajraratna…/…vajrateja…/…vajraketu…/…vajrahåsa…/

oμ…vajradharma…h∑μ… /…vajradharma… /…vajrat¥k⋲∫a… /（P167b）vajrahetu… /…

vajrabhå⋲a…/

oμ… vajrakarma… h∑μ… /… vajrakarma… /… vajrarak⋲a… /… vajrayak⋲a… /…

vajrasannidhi…/

vajralåsye / vajramåle / vajrag¥ti / vajran˚ti / 

vajradh∑pe / vajrapu⋲pe / vajråloke / vajragandhe /

vajråμkußa / vajrapåßa / vajraspho†a / vajråveßa /

という語のみによって一切［の尊］をそれぞれの住処に建立して、oμ…
vajråtmako… ’haμと誦して、自身を不壊なる者と観修す。oμ… svabhåvavißuddho…

’haµと言うのによって、一切法は無我である。oμ…sarvasamo…’haμと誦して、無

我の平等性によって金剛界大曼荼羅の一切の尊と自身とは平等であると想うべき

である。次に、我は自ら金剛界であると、金剛界大曼荼羅の慢を生じるべきである。

次に vajrasattvaと誦して、毘盧遮那等の自性として自身を観修して、一切の尊

の御口から vajrasattvaという語が出でると信解すべきである。かくの如きによっ

て一切を誦することとなるであろう。このように金剛界大曼荼羅を目の当たりに

見るまで、それまで毎日観修すべきである。さらにまた、三三摩地を先として、６
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ヶ月、或いは１年の間まで観修すべきである。［以上］阿闍梨の増上力である。

弟子の増上力に於ける自加持等は次のように知るべきである。自の守護と、沐

浴と、さらなる自の守護と、処の守護もまたなして、自の尊（本尊）が前に（D…

148b）坐すと請して、礼拝と、懺悔と、福徳に対する随喜と、勧請と、請求と、廻

向と、発菩提心と、三帰依を行ずることなどを随行して、金剛合掌と金剛縛を結

んで、金剛合掌を心臓に解いて、金剛遍入を生じて、堅固になし、無我を観修す

ることと月輪等を以前の如くに観修して、自の尊の大印を如実に結ぶべきである。

次に智薩埵を如実に入れて、大印を成就してのち、ja˙…h∑μ…vaμ…ho˙と誦して、意

に依る善瑜伽によって一切如来を自の身体に入れて、自の三昧耶印とによってよ

く成就して、自の尊と一切如来を法［印］と羯磨［印］と大印によって刻印して、部

の三昧耶［印］によって自身を加持して、自の部の灌頂によって灌頂して、［金剛］

嬉女等四の秘密供養によって供養して、一切如来に頂礼し、自の大印をよく観修

して、vajrasattva云々によって自の尊の真言を誦し、１年の間、毎日四時に観修

すべきである。［以上］弟子の増上力である。

釈友 （P…124b5~,…D…106a7~）

H253-3）仏の大印と金剛薩埵の大印を説き終わって、残りの薩埵たちの大印が

あるが、それは「身・語・（D… 106b）心金剛の」云々によって一緒くたに纏めたの

である。次のように示す。加持等をなして、それぞれの薩埵によるそれぞれの印

があるが、それぞれを持するか、あるいは手を観修して、それぞれによる羯磨印

がそれぞれあるが、それぞれの仕草をなして、適所においてそれぞれの姿を自身

と想う。衣服と飾りを具した曼荼羅を見たように、それと同様に自身を想い、そ

れぞれの薩埵の身・語・心金剛と自身が不離であると観修するのである。「幖幟」

とは、衣服や飾りなどである。「印」とは、四種である。それらを（P…125a）「備えた」

とは、それを具足していることである。「大薩埵」とは、金剛王等である。「成就
すべきである」というのは、大印の姿を成就すべきであるという意味である。説

示するやいなや、経典に印成就がほんの少し説かれ、ほんの少しは説かれていない。

ほんの少し説かれたとは、大印成就は説かれたが、加持等や本尊遍入は説かれな
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いのである。それ故、説かれていないことを示すために、「そこで」云々の経典の

説示があるのである。
H253-4）「そこで」というのは、過ぎるやいなやである。「一切儀軌の」という

のは、大乗を現証することと三界を降伏することなどである。「成就法」というの

は、印を円満に成就することであり、所作の積み重ね、乃至、大印の事業を究竟

する可能性、それが「成就法」といわれるのである。「悉地」とは、大印を円満す

ることである。成就し、円満することなどによる大事業（las… chen… po）等が、それ

ぞれの印のそれぞれの事業である曼荼羅に説かれている、それが大事業と説くの

である。それを「説くべきである」というのは、よく分別して示すべきであると

いうことである。一時にかとならば、そうではない。しからばどのようにかとなら

ば、順序に随って臨むのであって、次第にという意味である。

「成就（D… 107a）と、成就法と、悉地等の大事業などは次第の如くに説かれるべ

きである」（出典不詳）と説かれていることによるならば、説示がなされたように、そ

のように説くことに従事する、そのためにまず、毎日悉地を説くべき為に「まず、毎
日」云々と説くのである。

H253-5）「まず」というのは、始めにである。「毎日」といいうのは日々である。

何によりかとならば、成就法（las…kyi…mtha’; karmånta,…sådhana）によりである。「時
宜を得て」というのは、ウッタラタントラによる、四時になさるべき時の決定で

あり、後に説かれる。これは時決定である。時の不決定もある。すなわち、雑行

等を少しくなさんと欲すること、これもまた「時宜」である。「自加持等」という

のは、自身に対する加持などであって、「加持等」はウッタラタントラに後で説か

れるが、少しはそのもの（このタントラ）からも示されている。「等」という語によ

って灌頂などが摂せられている。「なして（byas…nas）」というのは、加持などが、次

に説かれるところの儀則、それによってなされることである。「て（nas）」という

語は、確実に受持することであって、加持などをなした後、所作があるが、所作

がないというわけではないという意味である。「一切を」というのは、円満するも

のである。「成就すべき」というのは、円満すべきことである。「しかる後は意の
ままにせよ」というのは、次のように示す。すなわち、印を成就して満足し、曼
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荼羅の事業、あるいは随念、あるいは成就法、あるいは雑行とのそれらから欲す

るものがなされるべきであるという意味である。

（3）大印成就法広大儀則

H254　そこで ､ この大印を成就する詳細な儀則がある。
1）金剛遍入を成じて、儀則のごとく大印を

結んで、前方にかの大薩埵（大薩埵 = 金剛薩埵）を観修すべし。
2）その智薩埵を見て、自の身体において観修すべし。

鉤召し、引き入れ、縛し、喜ばして（令喜）、成就させるべし。

慶喜蔵（P…168a7~，D…148b6~）

いま、「そこで」云々によって、一切の観察の成就と悉地の事業を説いて、「大
印成就法の広大儀則」という。大印等の成就とは智薩埵と一体となると専念する

ことである。その目的の広大儀則とは、金剛合掌から初めて、「samayas… tvaμ……
samayo… ’ham… /」（汝は三昧耶なり、我も三昧耶なり：汝は我と一体となり、我も汝と一

体となれり）と唱えるまでである。
H254-1）「金剛遍入をなして」というのは、① vajråveßaと唱えて、（P… 168b）

金剛遍入の〔三昧耶〕印を（D…149a）結び、aと唱えて金剛杵を自分の心臓に置く。「大
印の儀則」とは「儀則の如く」という語によって三様に見るべきである。すなわち、

（１）儀則の如く金剛遍入をなして、

（２）儀則の如く大印を結んで、

（３）儀則の如く前方にかの大薩埵を観想してである。此れはまた、なにかと

ならば、

（１）先ず最初に、金剛遍入を生ぜんと欲する〔者の〕金剛合掌と金剛縛を結

んで、自の心臓に金剛縛より諸指を引き裂いて、金剛遍入の三昧耶印を結び、自

身に〔金剛杵〕を遍入するというのである。それ故、この次第によって金剛遍入

を儀則の如くに生じるのである。それによるならば、法無我の瑜伽より始めて、薩
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埵加持の瑜伽の究竟の儀則を勤修すべきである。

（２）次に三昧耶の印と大薩埵を憶念するこの心呪を唱えるべきである。すな

わち、②mahåsamayasattvåhaμ　samayo’ham… /… samayasattva　adhiti⋲†hasva……
måm… /（我は大三昧耶薩埵なり、我は汝と平等なり。三昧耶薩埵よ、我を加持したまえ）

と唱えて、加持して大印を結ぶべきである。是の如くならば、ここに「儀則の如
く大印を結ぶ」である。

（３）次に大印を結んで、③ vajrasattva　aと唱えて、面前の月〔輪〕に五鈷

金剛杵を遍入すべし。④ vajro… ’hamと唱えて、我慢（そのつもりになること）を生

じて、金剛杵そのものを、⑤ vajrasattvåhamと唱えて、金剛薩埵を自身と観修

すべし。〔是の如くならば、儀則の如く前方に大薩埵を観想してである。〕

すなわち以上が「儀則の如く」という三つの語の意味である。此の儀則はまた、住

する如くその如く、この後に説かれるべきである。
H254-2）　是の如く説かれた方法によって、金剛杵より生起した金剛薩埵を

自身の面前に観じて、そのものに⑥智薩埵（jñånasattva）を金剛鉤等の〔印言〕

によって鉤召し、引入し、縛し、自在になして、⑦金剛三昧耶の印を結び、⑧
vajrasattva d˚ßyaと唱えて、警覚すべし。次に、警覚されるや否や（D…149b）成

就者はそれに一瞥を与える。何故ならば、「その智薩埵を見て」といわれるからで

ある。智を自性とする薩埵が智薩埵である。あるいは智を有する薩埵が智薩埵と

いうことで、［釈友が］智によって安立された薩埵 1というのは大きな過誤で、［そ

れは］智薩埵ではない。しかし、自身の相続より、観修の智によって安立するに

ふさわしいが故に、智薩埵ではないとは何者もなしえない。「自の身体に観修すべ
し」とは、自の身体の中によく観修すべきである。この様に示して、見たことに

よって、面前に坐した金剛薩埵自体を影像自体によって金剛薩埵となると想い、自

の身体に、「鉤召し、引入し、縛し、自在になして成就すべし」。此れら鉤召等の

〔四摂〕は、面前の尊格もまた金剛鉤等によって瑜伽するべきである。［というこ

とで、］それはまた、自の身体において再び金剛薩埵等の三昧耶印によって、⑨
ja˙…h∑μ…vaμ…ho˙と唱えて成就すべしというのである。⑩ samayas…tvamと唱え

ることと、⑪三昧耶印との二つによって光輪を生じ、再び⑫ samayas…tvam…ahaμ……
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vajrasattvaと唱えて、三昧耶印自体をもって住し、次に説く儀則によって一体と

なると信解すべし。

【訳註】1「智によって安立された薩埵」チベット訳は「ye…shes…kyis…bzhag（D…gzhag）…

pa’… sems…dpa’」とあり、釈友に「智によって安立した薩埵が智薩埵である」（ye… shes…

kyis…bzhag（D…gzhag）…pa’…sems…dpa’…ni…ye…shes…sems…dpa’o）とあるのを指しているの

であろう。

釈友 （P…125b6~,…D107a6~）

「加持等をなして成就されるべきである」と説かれるとき、それがどのように成

就されるべきか説かれていないので、「そこで」云々によってそれを示したのであ

る。「金剛遍入を成じて」というのは、金剛遍入の印を結んで、金剛遍入の心呪を

唱えるべきことと、大印を結ぶべきである。どのように結ぶべきかとならば、加

持等の次第（D…107b）によってである。いつ結ぶべきかとならば、説かれるや否や、金

剛遍入（P…126a）の前に、かの印の本尊を受持すべきである。それによるならば「か
の前方にかの大薩埵を観修すべし」というのであって、「前方に」というのは、正

面にである。「かの大薩埵」というのは、何であれいずれかの本尊があるが、それ

を前方に観修して、智によって安立するという義である。

「智薩埵」というのは、智によって安立した薩埵が智薩埵である。「彼を見て」

というのについて、「彼」というのは安立したものである。「見て」というのは、眼

で見るが如くに意で明瞭になすことである。彼を「自の身体において観修すべき
である」というのは、引入して観修することが「観修すべきである」ということ

である。どのように引入して観修するかとならば、「鉤召し、引入し、縛し、自在
になして」と説くのである。すなわち、四印と真言の四句によってなすべきである。

「自在になして」というのは、満足させることである。「成就」とは本尊瑜伽を円

満することである。

H255　そこにおいて ､ それらの心呪がある。
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現智身　^ vajrasattva å˙ / バザラサトバ　アク //（金剛薩埵よ アーハ）

金剛遍入の心真言である。
見智身　_ vajrasattva d˚ßya…/…バザラサトバ　ジリシャ //（金剛薩埵よ 現れよ）

大薩埵を念ずる心真言である。
四　明　`…ja˙ h∑µ vaµ ho˙…/…ジャク　ウン　バン　コク// （鉤　索　鎖　鈴）

大薩埵の鉤召と引入と縛と令喜の心真言である。

慶喜蔵（P 169a8~，Ｄ 149b6~）

「そこにおける（de la: D omits.）それらの心呪はこれらである」というのは、金

剛遍入等のである。

１「vajrasattva a…/」というのは、金剛遍入の（P…169b）心呪である。

２「vajrasattva d˚ßya…/」というのは、大薩埵を憶念する心呪である。

３「ja˙ h∑μ vaμ ho˙…/」は、「大薩埵を鉤召し、引入し、縛し、自在になす等

の心呪である」と言う。

釈友 （P 126a5~, D107b4~）

「そこにおいて」というのは住処である。「次のようにそこに金剛を遍入すべき

である」と説かれている。
1 そこにおける金剛遍入の心呪はタントラに説かれている如くである。

2 その次は（D…de’i…’og…ma…ni; P…de’i…’og…min「その次に名前を」とあるがDをとる）、憶

念する心呪である。
3 その次に、鉤召と引入と縛と自在になすべき心呪等はタントラに説かれてい

る如きもの等でである。

H256 1）a samayas tvam / サンマヤ　サトバン //（汝は三昧耶なり）

と唱えて、背後から月［輪］に入り（Tib. 背後に月輪を成じ）､

b samayas tvam ahaµ / サンマヤ　サトバン　カン // （汝と我は三昧

耶なり）と唱えつつ、そこにおいて自身を薩埵なりと観修すべし。
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 2）ある薩埵のある印があるが、その印を自身なりと観修すべし。
金剛の誦をもって一切の印の完成を成就すべし。

… 3）c ja˙ h∑µ vaµ ho˙…/　ジャク　ウン　バン　コク //
と唱えつつ、身中に意をもって、正しい瑜伽（sådhuyoga; legs pa’i cho ga）によっ
て一切諸仏を入らしめるべし。さらに偉大な成就法である。

慶喜蔵（P 169b2~，Ｄ 149b7~）

H256-1）「samayas… tvam と唱えて、背後に月輪を成じて」というのは、金剛

薩埵の三昧耶印を結んで、ja˙ h∑μ vaμ ho˙と唱え、智薩埵を自の身体に入れ

て、（D… 150a）… samayas tvamと勧請すべし。違越せざる義は samayaという語に

よって説かれるけれども、ここにおいては、世尊金剛薩埵の大印の軌則において

はなさんと欲すべきではない。それはまた、世尊によって大印の自在をなして、

「一切如来によっても違越せざることがない故に、印は三昧耶であると説く。

意によって影像を堅固にするが故に」（PA Ｐ 251a3, D 241a4）

と説かれているのである。それによって次の様に示されている。すなわち、

「世尊よ、金剛薩埵は菩提の相を有する身を自性とし、汝は三昧耶であるが

故に輪に住するが、他の者たちはそうではない。是の如くまた、世尊よ、心

は大貪欲であって、これこそが本尊である」（出典不詳）

と説かれているからである。「背後に月を成じて」というのは光輪となった月輪を

生じるか、あるいは設立するべきであるという意味であって、界は多義を有する

のであると説かれるからである。「そこにおいて、自身を薩埵なりと観修す」と

は、自の身体の中に入ったその薩埵を自身であると観修することで、それ（薩埵）

と共に水と乳の如く一つになると観じるべきであって、薩埵とは金剛薩埵である。

どのように唱えるかとならば、「samayas tvam aham」と唱えるというのであっ

て、samayas… tvamとは既に説いた。それによって次のように（P… 160a）示したの

である。すなわち、説くところの三昧耶の理趣は、「汝であるもの、それこそ我で

あり、我であるもの、それこそ〔金剛〕薩埵である（khyed…gang…yin…pa…de…ni…bdag…

yin…la…bdag…gang…yin…pa…de…ni…sems…dpa’…yin…no）」というのであって、それによって世
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尊と一体となって、信解を成就することによって、観修の辺際に達したことより

生じる大印成就である。というこれも示したのである。
H256-2）今は金剛王等の悉地を示すべき為に、「ある薩埵の」云々と説くので

ある。「ある薩埵」というのは、金剛王（D…150b）等から金剛遍入（金剛鈴）までで

ある。「ある印」というのは、金剛鉤の相の印が金剛王のであるということで、金

剛鈴は金剛遍入のであるというまでである。「それを自身と観修して」というの

は、vajråΔkußo ’hamと言うのから、vajragha∫†o… ’hamと言うまでである。また

それらの相の印も、vajraråjo… ’ham…と言うのから、vajråveßo… ’hamと言うまで観

修すべきであって、それらの所成就と悉地は以前の如くである。ここに、大印の

観修は真言を誦すことと共になされるべきであると示すために、「金剛の誦をもっ
て成就すべきである」と説くのである。すなわち、ここでは次に説くところの有

相の金剛の誦によって一切の真言を誦すべきであって、他にはあり得ないと観修

すべきであると示すのである。次のように示す。すなわち、以前の如く一切の儀

則に随行して、vajraråjaと誦して、一切法無我（P法無我、「一切」欠）を観修す

べきである。次に月輪の相を［観修すべき］である。その上に第二の月輪を［観

修して］、それら二つも金剛王の心呪を具することから五胡金剛杵そのもの［とな

る］。vajraråjaと誦して、（P 170b）その金剛鉤の中央に vajraråjaという［心呪

を］建立し、vajrå∆kußo ’hamと我慢を生じて、その金剛鉤を薩埵加持の瑜伽に

よって金剛薩埵であると自身を観修し、金剛薩埵そのものが vajraråjaという［心

呪］によって、金剛王を自身であると観修し、mahåsamayasatva… ’hamと誦し

て、samayo…’hamという［真言］によって、金剛王の三昧耶印を結ぶべきである。

次に、三昧耶印そのものを、samayasatva adhiti⋲†hasva måmという［真言］に

よって自身を加持して、金剛鉤を執持して一切如来を鉤召し、身語心金剛王であ

ると自身を生じて、vajraråja a˙という［心呪］によって前方に於ける（D… 151a）

その月輪の上に金剛鉤を化作して、vajråΔkußo ’hamという［真言］によって我

慢を生じ、そのものを vajrå∆kußo ’hamという［真言］によって金剛王と想い、そ

こで、金剛鉤等によってそれを鉤召と、引入と、縛と、自在になして、その三昧

耶印と、vajraråja d˚ßyaという［真言］によって見ることをなして、印そのもの
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と ja˙…h∑μ…vaμ…ho˙と誦して、自らの身体に引入すべきである。また、そのもの

と、samayas… tvamと誦して背後に月を想うべきである。「samayas… tvam と誦
して、背後に月を成就して、そこに自身を薩埵の身体と観修し、samayas… tvam…
aham と誦す」（H256-1））［とあり、また］vajraråjaとも誦するのである。同様に、金

剛遍入に至るまで成就すべきである。
H256-3）「ja˙…h∑μ…vaμ…ho˙ と唱えつつ、身体にあらゆる仏を入らしめる」

というのは、このように説くや否や、理趣によって、金剛薩埵等の大印を成就し

て、金剛収斂の印を結んで、ja˙ h∑μ vaμ ho˙と誦して、自の身体に、砂に瓶の

水が流れ込むが如く、一切諸仏を引入すべきである（P 171a）。と言う意味である。

「さらに偉大な成就法である」というのは、以前の大印成就法に観待するならば、こ

れは無量の如来を引入する瑜伽であるので、無量による偉大な成就法第二である。

如来の誦呪者は五現等覚の次第によって、如来の大印を結んで、偉大な成就法

のみをなすほかはないのである。次に一切如来を引入して、金剛界等の三昧耶印

もまた結んで、（D 151b）各別に次のように誦すのである。vajradhåtu d˚ßya ja˙ 

h∑μ vaμ ho˙ samayas tvaμ / samayas tvam ahaμ / vajradhåtu /

次に、舌に h∑μ字より白色の五鈷金剛杵を想い、vajra… jihva…という［真言に

よって］加持して、毘盧遮那を始め、金剛遍入（金剛鈴菩薩）に至るまで、舌に各々

の法印を想うべきである。

次に、次第に如実に、羯磨印と大印を結んで、また、それらに対し、如来たち

と金剛薩埵たちにおける各々の加持の諸印によって加持して、各々の灌頂によっ

て灌頂して、本尊供養等に由って供養して、誦の義によって観修する。すなわち

これが随順瑜伽（rje su rnal ’byor: anuyoga）である。

かくの如く自の弟子たちによる瑜伽と随順瑜伽とを説き、阿闍梨たちによる曼

荼羅悉地と本尊（rang gi lha）を成就する大瑜伽の儀則を述べるべきである（P 

171b）。すなわち、吉祥金剛薩埵の瑜伽を如実になして、その大印を結び、自身の

心臓に大曼荼羅を化作し、悉地の金剛禁戒に至るまで随行して、再び金剛薩埵の

大印を結んで、自の身体における一切諸尊の住処において、samaya…a˙と誦して、月

輪を生じ、自（rang; sva: 本尊）の住処に住する月輪の上に吉祥金剛薩埵の大印を
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想い、意を以て坐す。自の身体より外に、vajrasattva…a˙という［真言に］よって、前

方に月輪の上に金剛［杵］を化作し、vajro… ’haμという［真言に］よって、金剛

慢を観修して、金剛そのものを、vajrasattva…[a]haμという［真言に］よって、金

剛薩埵を自身であると観修すべきである。同様に自の住処に布置した月輪の上

に、金剛遍入（金剛鈴）の大印を想い、意を以て坐して、（D 152a）自の身体より

外に、vajråveßa… a˙という［真言に］よって、前方に月輪の上に金剛鈴を化作し

て、vajragha∫†o…’haμという［真言に］よって、金剛鈴の慢を観修し、vajråveßo…
’haμという［真言に］よって、金剛遍入を自身に生じるのである。

次に、吉祥金剛薩埵等の智薩埵を如実に前方に想い、金剛薩埵等の身に金剛鉤

等によって、鉤召と引入と縛と自在をなして、それら［三十二尊］の三昧耶印等

によって、先に見ること（見智身）をなして、ja˙ h∑μ vaμ ho˙と誦して、自の

住処に布置した月輪の上に安置した身に入って、samayas tvaμという［真言に］

よって光輪を生じ、samayas… tvam…ahaμ…vajrasattvaと誦すことから、乃至、（P 

172a）samayas… tvam… ahaμ… vajråveßaというまで誦し、それら［三十二尊］と倶

にあると、水と乳の如く不離なるものと自身を観修すべきである。

次にそれら［三十二尊］に対し、法［印］と羯磨［印］と大印等によって刻印して、意

を以て正しい瑜伽によって、所依と能依（åhårådheya or åßrayåßrita）の一切諸尊

の身に如来たちを入れて、以前の如く極成（prasiddhi）して、法［印］と羯磨［印］

と大印等によって刻印する。また、金剛薩埵等に対しては四の部印によって加持

して、如来たちを自加持によって加持して、以前の如く灌頂し、一切の供養によ

って正供養して、四印をなして、同様に誦呪と観修をなすべきである。同様に、毘

盧遮那の瑜伽によっても大瑜伽をなして、一切の儀則を随行すべきである。そこ

に於ける布置の決定は以下である。瑜伽者の、

心臓の月面（zla bar mdun ?）には金剛薩埵、右方には金剛王、左方には金剛

愛、背後には（D 152b）金剛喜。

額には金剛宝、頭の後ろには［金剛］日、両肩には［金剛］憧、二の歯列には［金

剛］笑。

喉には［金剛］法、両乳の間には［金剛］利、臍には［金剛］因、舌には［金
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剛］語。

頭頂には［金剛］業、両鎖骨には金剛護、口には［金剛］夜叉、両脇には［金

剛］拳。

心臓と眉間と喉と頭頂には金剛薩埵女等（金・宝・法・羯の四波羅蜜）である。

金剛薩埵等の左方には［金剛］嬉女等（嬉・鬘・歌・舞の内四供養）である。

また、瑜伽者の陰秘［処］には香女、頭には花、両眼には灯女、乳と胸と心臓

には塗女、

右股には金剛（P 172b）鉤、左股には金剛索、右のふくらはぎには鎖、左のふ

くらはぎには遍入（鈴）である。

如来たちは一切の身体に偏在している。各部において、曼荼羅を描くときは、必

ず本尊の輪によって転じる瑜伽をなして、大瑜伽を具してなすべきである。もし

しからざれば、曼荼羅を成就することはないであろう。すなわち、世尊によって「そ

れ故、一切の勇猛精進によって大瑜伽をなすべきである」（出典不詳）と説かれて

いるのである。

釈友 （P 126a7~, D 107b5~）

H256-1）「四印を儀則の如く結んで」と説くその大印もまた、加持等によって

自の身体に成就して、それより、それを遍入すること等によって本尊安立の相を

摂受することもまた説くとき、その光輪成就は説いていないので、（P 126b）それ

も何れの時であるかというのは判らない、それによるならば、その時を示すべき

ために、「samayas…tvam と唱えて」云々と説くのである。次のように示す、いつ

いかなるときも、三昧耶印を結ぶとき、そのときは光輪を想うべきである。それ

を（D 108a）どのように想うかとならば、そのために三昧耶印を結んで、真言を唱

える、まさにそのとき背後に月輪を観修すべきである。

次に何であるかと疑うならば、そのために、「そこにおいて自身を薩埵の身体
と観修す」と説いて、「そこにおいて」というのは、月輪である。「自身」という

のは、それによって成熟（rnam par smin pa）より生じた身と瑜伽するのである。「薩
埵の身体と観修す」というのは、智を遍入するとき、智薩埵の姿を想うことであ
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り、そこで薩埵という。次のように示す、すなわち、智を遍入するとき、自身を

観修して智薩埵の姿とするも、それは信解によって安立した薩埵の姿の自身であ

って、月輪をそこで背後にしっかり観修すべきである、という義である。それと

不離のみならず、印ともまた不離であることを示すのである。そのように印と不

離であるならば、それ故、自体（rang gi ngo bo nyid）を観修して心のみと安立し、そ

の心のみもまた月輪の如くであると説いて、それを堅固になすべきためにさら

に、智の五鈷金剛杵を置く。それが三昧耶であって、あらゆる大乗の仏・菩薩た

ちの智身を成就することである。その故に、金剛縛によって月輪を示すことであ

り、（P 127a）二指（中指）を立てることによって金剛〔杵〕を示す。［その］智の

金剛杵もまた金剛薩埵と信解すべきである。それによるならば、薩埵金剛女の印

と、智薩埵とは区別がない。そのために、三昧耶の印を結ぶときには三昧耶の真

言を唱えるのであって、「samayas…tvaμ…ahaμ」というのは、汝は我であるとそ

れを示したのである。すなわち、『汝であるもの、それこそ我である、我であるも

の、それこそ汝である』（khyod gang yin pa de ni bdag yin la / bdag gang yin pa de 

ni khyod yin no）。この故に、かの印の本尊による成就者は、彼の［本尊の］想い

の諸義を自の所作の如くに一切を成就（D 108b）するのである。それ故、不離を

信解することの果はこれである。
H256-2）このようにしばらく、印と不離であることなどを信解する通説より、金

剛薩埵と薩埵金剛女の印のみが不離であるが、他のものたちとはそうではないと

いうのについて、迷乱とならないように思惟する。それによるならば、疑いを明

らかにすべきために、「ある薩埵のある印」云々と説くのである。「ある薩埵の」

というのは、金剛鉤等であり、「ある薩埵のある印」というのは、ある大印がある

が、それである。その月輪において、堅固に自身を観修すること、すなわち、自

身がそのような理趣（tshul）で観修すべきである。「金剛の誦をもって」というの

は、「舌先を決して動かさず、歯と唇の両者を結んで」云々と後に説く。大印成就

法において用いられるそれらの心呪は、金剛誦によって唱えるべきであると示さ

れている。「成就すべし」というのは、かくの如く成就されるべきであるという意

味である。このように（P 127b）説かれた如き理趣（tshul）によって、大印の成就
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を示して、今は同様に、一切の印を成就すべきであると共通の道理を示したので

ある。一切の印の成就であることによるならば、「一切の印の成就」である。それ

はまた、「ある薩埵のある印」と顕示して成就することによるならば、妙成就（rab 

tu sgrub pa; prasådhita）であって、円満するという意味である。ただ、この曼荼

羅に尽きるものでなく、一切の分別のもとに大印を成就する儀則そのものである。

薩埵金剛女の印と、金剛薩埵は不離を種（rigsとあるが rig「道理」と読むか？）とす

るけれども、金剛王等とはそうではないとするならば、それはそうではなく、そ

れら（金剛王等）も、そのもの（金剛誦：vajrajåpa?）から成就するのである。何

故これら一切が金剛薩埵を自性とするかとならば、大薩埵のみに尽きるものでな

く、世尊・如来たちでもあって、それによるならば過失はないのである。それは

また、大印成就の（D 109a）この儀則は略摂であって、それ故に「さらにまた、大
成就法は」と説かれているのである。

H256-3）四の心呪（ja˙ h∑µ vaµ ho˙）を誦して、善哉という印を二手にて結ぶ

仕草（tshul）で、自の心臓に一切如来を引入することによるならば、それ故に、以

前は成就法を略摂したのであるが現前するのである。次のように示す。広大に成

就する印を欲する者、その者は如説の仏陀を自の心臓に引入すべきである。何故

かとならば、第一瑜伽（五相成身観）において、「月輪は普賢菩提心である」（H24）

と説かれていることと、そこにおいては智金剛［杵］であり、それより薩埵の我

慢がなされるべきことと、そこにまた、諸仏を引入することと、そこにおいて仏

の大印を成就することと、（P 128a）仏の印より一切の薩埵の印を成就することで

ある。印より如来の身等が生じるならば、如来の身そのものも一つになって、金

剛薩埵等の諸薩埵の姿となるように、そのように、薩埵成就の第一の印を示して、そ

れより、広大な成就を欲する真言者、彼は vajrabandha tra†と、誦して、その次

に金剛遍入の印を結ぶべきである。そして、自の心呪をもまた誦すのである。ま

さにその時、意をもって自身を観修して、心のみであると安立すべきである。そ

して、それ（心）を月輪であると信解すべきであることと、そこにおいて智金剛［杵］

を想うべきことと、そこにおいてまた慢を生ずべきことと、そこにまた、如説の

仏を引入することと、その仏たちも薩埵の姿となると信解すべきである。
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次に、加持等をなして、仏の引入を如説の如くになすべきこと、それが広大儀

則である。ここにまた、若し欲するならば、月輪の中に金剛杵を安置すること等

の如く、鉤の安置などもなすべきことと、その時、鉤（D 109b）等において我慢を

生じることと、次に仏を引入し、自の薩埵を信解するべきであって、そのようで

あるならば違越はないのである。さらにまた、金剛杵そのものより自の薩埵を信

解すべきこと、そのようなことも過失はないのである。　

そこで、その次に、三昧耶印を結んで、「汝は我である（kyod ni bdag go; 

samayas tvam）」と信解すべきである。もし、広大になすことを欲しないならば、金

剛杵そのものより我慢を生じて、自の薩埵（P 128b）を想うべきである。その時、三

昧耶印を結ぶべきである。その時、加持等の所作がなされるべきである。その時、如

説の理趣（tshul）によって外の薩埵を想うべきである。その時、鉤召等の事業を

なすべきであって、ここにまた、略摂があるのである。「大成就法」にも二方面が

あり、第一に、仏の引入をなさずに、大印を生じて加持などをなして後、自の薩

埵を引入する場合と、［第二に］、自の薩埵を引入することなしに、如説の理趣に

よって、一切の印の加持をなすことによって、一切の仏を引入するのである。そ

れによるならば、無量の仏を引入する故に、「大成就法」と説くのである。これは、一

切の儀軌（rtog pa; kalpa）や、一切のタントラにおいても「大印を成就する儀則」

と説かれているものである。

以下、羯　磨（大印功徳）

H256-2 4）　そこで ､ それらの事業（羯磨）を私は説くであろう。金剛の事業は無

上なり。仏の憶念（anusm˚ti）を成就するものは、速やかに仏性を獲
得するであろう。

慶喜蔵（P 172b3，D 152b5）

次に「それらの事業を説いて」というのは、毘盧遮那等の大印を上述の如き成

就法によって成就することなどの、いかようなる成就法であれ、仏性等の理趣の

果があるという、その印の事業、それを説くのである。それはどのようかとなら
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ば、「金剛の事業」と説くのであって、不壊の事業が「金剛の事業」である。その

もの（金剛の事業）によるならば、それ以上のものは無く、最勝となることによる

ならば「無上」である。

「［五］仏の憶念を成就するならば、仏そのものに速やかになるであろう」とい

うのは、五如来の大印を観修することが「仏の憶念」であって、それによるなら

ば、如来と相似を成就するであろう時、（D 153a）その時、「仏の憶念を成就する」

といわれる。それ故、それを完全に成就する時、仏そのものとなるのであって、ま

さにその時、仏性を獲得するであろう。

釈友 （P 128b5~, D 109b5~）

以前に、「成就法が説かれるべきである」（H253-4）b, d）と宣言された成就法が

あるが、それがこれである。「悉地」（H253-4）b）と説くのは、印を円満すること、そ

れが「悉地」である。「成就者たちの大事業など」（H253-4）c）という宣言をなす

こと、それが「次に、無上なる金剛の事業、それらの事業を説く」（H256-2 4）a, b）云々

によって示されたのである。「金剛の事業」というのは、諸々の金剛の事業であり、あ

るいは世尊金剛手が如実に説いた事業であり、あるいはまた、金剛界の事業なる

もの、それが「金剛の事業」である。その事業は共通となる勝上を伴える事業で

あって、もしどこかに生じる存在によって、その故に「無上」と説かれるのである。

「それら（D 110a）の」というのは、大印のである。「事業」というのは、それぞれ

の自の結果がそれぞれの事業である。その事業が何であるか（P 129a）という質問

より、示せば、如実に説かれたこと、そのようになす理趣によって、本初仏（dang 

po sangs rgyas）の大印の事業を示すことによるならば、その故に、その第一の事

業を示すことで、「仏の憶念を成就するならば」云々と説くのである。習気を伴う

煩悩と所知の障礙を捨して、転依の相を有する仏の身は三十二種の大丈夫相を有

し、八十種の随好によって飾られ常光一尋は燃焼をなす。仏の大印の相を如説の

理趣によって円満して、それを憶念することと、その功徳を憶念して、繰り返し

一つになして多くをなすことと、多くをなして一つになすことと、仏の姿をなし、薩

埵の姿をなすことと、菩薩の姿をなして、再びまた、仏の姿をなす、そのように、仏
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の諸々の大印を多く憶念することが「仏の憶念」である。それによって成就して

円満することが「仏の憶念を成就するならば」ということである。この所作の結

果がこれであると示すべき為に、「仏性を速やかに［獲得］するであろう」と説く

のであって、仏のこの大印の事業は、すなわち、速やかに仏性を施与することで

ある。仏・世尊の金剛女等の四印は、眷属たることを示したのであって、それに

よるならば、それら［薩女たち］の大印の中央に坐しているためと、［薩女たちは、各］

部の母であることによって、主となるもの（P 129b）であり、主となることによる

ならば、如来の大印の次にその事業が示される。それらの相は次に説くのである。

（以下、四波羅蜜）

H257 5）（金）　薩埵金剛女によって成就するものは、一切印の主宰となる。

  （宝）　金剛宝女の印において［成就する］ものは、一切宝の主宰［となる］。
… 6）（法）　法金剛女によって成就するものは、仏法を保持するものとなる。

（羯）　羯磨金剛女の印において［成就するものは］、金剛の事業を為す
ものとなる。

慶喜蔵（P 172b7，D 153a1）

｢ 薩埵金剛女を成就するならば、一切印の主宰となる ｣というのは、金剛薩埵

の色身において、薩埵金剛女の大印そのものを、金剛慢との相似を観修すること、そ

れによって、それと相似となって成就するであろう時、その時、身体そのものを

もって一切印の主宰である金剛薩埵となるのである。

「宝金剛女の印を刻印［する者］、その者は一切金剛自在となる」というのは、宝

金剛女は聖なる虚空蔵の色身を有する女であって、その［印を］結んで、それを

観修することによって、それと相似を成就して、金剛宝女の印、それを成就する

ことによって、おそらく、一切宝において自在なる者となり、一切の宝部の主宰

である虚空蔵に、その瑜伽者はなるであろう。

「法金剛女を成就するならば、仏法を保持するであろう」というのは、金剛法の

大印そのものである羯磨具足は、法金剛女の大印であって、それを結んで、金剛
—154—



『金剛頂経』和訳…㈧（髙橋）

（34）

法女の色身を観修して、その色身における悉地を成就するであろう時、その時、そ

の法金剛女の悉地によって、仏法を保持する世自在となるであろう。

「羯磨金剛女の印によって、金剛の事業をなすものとなる」というのは、世尊金

剛業の大印は、金剛業女の色身を有する。それを結んで業金剛女を観修すること

によって、それと相似の悉地を成就することによって、その印によって、確実に

金剛の事業をなすものとなる。すなわち、諸仏の事業は仏供養と有情利益の理趣

であり、それをなすことによるならば、「金剛の事業をなすものとなる」といわれる。

釈友 （P 129b1~, D 110b1~）

「薩埵」とは、心である。「金剛」とは、空性の智の金剛である。それによるならば、薩

埵と金剛の自性であることにより、「薩埵金剛」である。それを成就するならば「一
切印の主となる」といわれる。すなわち、すべての印の主宰となって、自在とな

ることにより、一切印の主宰となるのであって、金剛薩埵となるという意味である。

宝性は不壊であることによるならば「金剛」である。それを自体とする印なる

ものがあるが、それが「宝金剛女の印」であって、宝金剛女が実在するか、ある

いはまた、因となることを成就すること、それによるならば、「一切宝の自在となる」

といわれ、一切の宝部の主宰となり、主宰となることによって「一切宝の自在と
なる」というのであって、金剛宝となるという意味である。

法部の金剛女であることによるならば、「法金剛女」である。法の思惟性が不壊

であることによるならば、「金剛」である。それを示す印なるものがあるが、それ

が「法金剛女」と説かれる。「成就」とは円満することであって、思惟を円満する

ことである。誰がとならば、「法金剛女」である。諸仏の法女であることによるな

らば、「仏法」である。それを持することによるならば、「仏法を保持するものとなる」

といわれ、世自在となるという意味である。

善なる心における事業という語を説いて、それが不壊であることによるなら

ば、「金剛」である。それを確実に示す印なるものがあるが、それが「業金剛女の印」

である。それを結ぶならば、「金剛の事業をなすものとなる」というのであって、世

尊金剛業として、如実に（P 130a）無碍に事業をなすものとなるという意味である。
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【以下、H278まで、慶喜蔵 …釈友の註釈は割愛する】

（以下、十六大菩薩）

H258 7）…（薩）　薩埵印を結ぶことによって金剛薩埵が成就する。

  （王）　金剛鉤召の加行より、持金剛たちを鉤召すべし。
… 8）…（愛）　金剛愛染の大印［によって］一切諸仏を愛染すべし。
  （喜）　金剛喝采の加行より、一切諸仏に対し満足させるべし。
… 9）…（宝）　同様に、宝印の儀則によって諸仏の灌頂を授けるべし。
  （光）　金剛光の加行より、速やかに金剛光となるべし。
… 10） （幢）　持金剛幢に仕えて、意願を満たすものとなるべし。
  （笑）　金剛笑の儀則を用いて、一切諸仏と共に笑うべし。

H259 11）…（法）　金剛法の加行より、持金剛法となるべし。

  （利）　金剛利の加行より、一切諸仏の般若の最高と［なるべし］。
… 12）…（因）　持金剛輪に仕えて、その者は法輪を転ずべし。
  （語）　金剛語の加行より、仏語の悉地を得べし。
… 13） （業）　金剛業の最勝の成就法より、速やかに金剛業となるべし。
  （護）　金剛甲胄を被て、金剛身性を得べし。
… 14）…（牙）　金剛薬叉を成就して、金剛薬叉と等しいものとなるべし。
  （拳）　金剛拳を結ぶことより、一切印の成就者と［なるべし］。

（以下、四内供養）

H260 15） （嬉）　金剛嬉を成就して、大なる金剛の喜悦を得べし。

  （鬘）　金剛鬘を結べるものは一切諸仏によって灌頂を与えらる。
    （D 31a4…による）

… 16）…（歌）　金剛歌の加行より、金剛歌を用うべし。
  （舞）　金剛舞を用いてその者は一切諸仏を供養す。（P 34a2による）
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（Skt.及び N 260a2によれば…｢その者は一切諸仏によって供養せら

れる｣…となる）

（以下、外四供養）

H261……17） （香）　金剛焼香の加行より、一切世間を喜ばすべし。

　　　   （華）　金剛華を用いてその者は世間を喜ばすべし。
　　　	18）…（燈）　金剛燈の大印［によって］供養するならば、眼が与えらる。
　　　   （塗）　金剛塗の加行より、一切の苦を除くものとなる。

（以下、四摂）

H262… 19）…（鉤）　金剛鉤の鉤召より、一切の鉤召をなす最高と［なる］。

　　　   （索）　金剛索の加行より、一切遍入者となるべし。
　　　20） （鎖）　金剛破裂を用いて、一切の縛に耐えるものとなるべし。
　　　   （鈴）　金剛遍入の儀則を用いて、一切遍入を成就する者と［なるべし］。

［二］　三昧耶印智（三昧耶会・諸印の印相）
（1） 一切如来金剛三昧耶印智（印母及び五仏の印）

H263　そこで、一切如来の金剛三昧耶の印の智がある。

　　　  1）… 合掌を堅く結んで、一切の指を結合さす。
　　　   金剛合掌と言われ、善く結ばれるものが金剛縛である。
　　　 2）… 一切の三昧耶印は金剛縛より生じる。
　　　……… それらの縛を私は説くであろう。金剛縛は無上なり。

H264… 3）… 薩埵金剛［の印］を堅固になし、中指を並び立て芽の［如くす］。

    （阿閦）

…… …… 中指を内に屈するは第二の仏陀［の印］と言われる。（不空）

…… 4）… 中指と《大指》を宝［形のごとくす］。（宝生）
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　　　……… 中指を蓮花の［ごとく］屈す。（弥陀） 

　　　   第五の仏陀の印は同じく頭指を宛転す。（毘盧遮那）

（2） 一切如来族三昧耶執持印縛（十六大菩薩・八供・四摂の印相）

H265… 5） そこで、これより私は如来部族の誓願（三昧耶）を掌握する印の縛と 

    悉地（H 271）と事業（H 271-2）とを説くであろう。
…… 6）… 二手から成る月（金剛縛）において、中指を離し（立て）、

端の指（小指と大指）の面を離れさす（= 五鈷杵の印）。薩埵金剛［の印
による］金剛［薩埵の印］なり（?）。 （薩）

H266… 7）… 頭指を鉤になし ､（王）　頭指を交え ､（愛）　喝采の動作を与う。（喜）

    以上は金剛薩埵［等］四［菩薩］の悉地［を齎す］印の集まりである。

…… 8）… 頭指の面を着け、大指を並べ立てるは宝金剛［の印で］ある。（宝）

    その［印の］まま中指・無名指・小指を善く散ず。（光）

H267… 9）… 並び立てた無名指と小指を備えた［金剛縛］が幢［の印］である。（幢）

    その［印の］まま転じて笑処に置く。（笑）

…… 10）… 大指を散じて並び立て、頭指を屈す。（法）

    中指の面を接するはまさに金剛鞘の［印である］。（利）

H268…11）　［外縛して］、無名指と小指を並び立てるは輪と言われる。（因）

    大指を開いた縛を口に散じて置く。（語）

…… 12） 小指と大指の面を合するは業金剛なり。（業）

　　　　 ［外縛して］、頭指を並び立て心臓に置き、善く散ず。（護）

H269…13）  屈した頭指の先端を牙［のごとくにす］、小指は合い離す。（牙）

     小指を内に入れ屈した頭指で大指を圧す。（拳）
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   14）… … 心臓において大指を並び立てる。（嬉）　善く散じて鬘［のごとくす］。（鬘）

… … … … 指の先端を口に散ず。（歌）　旋舞して頭頂に合掌［を置く］。（舞）

H270…15）…… 金剛縛を下に与う。（香）　また自の合掌を上に与う。（華）

　   大指を並び立て圧し縛す。（燈）　善く散じて塗る［がごとくす］。（塗）

　 16）  一頭指を屈す。（鉤）　二大指の節を縛す。（索）

　　　　 大指と頭指を環に結ぶ。（鎖）　金剛拳の先端を合す。（鈴）

（3） 成就法（三昧耶会印功徳）

H271…17）…… 次に、それらの成就法を私は説こう。金剛成就法は最上なり。

薩埵金剛の三摩地［に入って］、各自の印を心臓に置いて［成就す
べし］。

羯磨（印功徳）

H271-2…18） 次に、それらの事業を私は説こう。金剛の事業は無上なり。

H272 19）… 金剛界等の印を［結ぶことによって］、如来たちが集会し、

すぐさま曼荼羅の阿闍梨と弟子を加持するであろう。
… 20）… 薩埵金剛の［印を］結べば、持金剛に等しいものとなる。（薩）

金剛鉤の［印を］結ぶや否や、一切諸仏を召喚す。（王）

H273…21）… 愛染金剛の加行によって、正等覚者たちを愛染すべし。（愛）

金剛喜［の印を結べば］一切の勝者によって喝采をもって称賛さ
れる。（喜）

…… 22）… 宝金剛の［印を］結べば、彼は諸仏によって灌頂される。（宝）

金剛日の［印を］結べば、仏の光明と等しいものとなる。（光）
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H274…23）… 持金剛幢となるならば、彼は一切の意願を満たすであろう。（幢）

   金剛笑の加行によって、一切諸仏と共に笑うべし。（笑）

 24） 法金剛の［印を］結べば、法金剛と等しいものとなる。（法）

… … … … 金剛鞘を執って彼は一切の煩悩を断つ。（利）

H275…25） 金剛輪の［印を］堅固になせば、曼荼羅の主となる。（因）

　　　　 金剛語の加行によって、最上の金剛語の悉地がある。（語）

　　　26）… 業金剛の［印を］結べば、業金剛と等しいものとなる。（業）

　　　   金剛甲胄の［印を］堅固になせば、身金剛杵からなるものとなる。（護）

H276 27）… 金剛牙の最勝の印［を結ぶこと］によって、彼は調伏しがたき悪魔

たちを滅ぼす。（牙）

　　　　…… 金剛拳の［印を］堅固に結べば、一切の印を欲しいままにす。（拳）

　　… 28）… 嬉の［印］によって、天妙なる歓喜がある。（嬉）

　　　　 鬘の［印］によって、もろもろの荘厳がある。（鬘）

　　　　 歌の［印］によって、常に言語明晰となる。（歌）

　　　　 舞の［印］によって、供養を得。（舞）

H277…29）… 焼香の［印］によって、世間を喜ばすべし。（香）

　　 　　 華の［印］によって、体を飾るべし。（華）

　　　　 燈の［印］によって、世間を清浄に［すべし］。（燈）

　　　　 塗香の［印］によって、天妙なる香りを［齎すべし］。（塗）

　　　30）… 金剛鉤［の印によって］鉤召すべし。（鉤）

　　　　 金剛索［の印によって］引入さすべし。（索）

　　　　 金剛鎖［の印によって］縛すべし。（縛）

　　　　 金剛鈴［の印によって］遍入さすべし。（鈴）
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［三］法　印（三昧耶会諸印の真言）
（1） 法　印（真言とその功徳）

H278　そこで、もろもろの法印がある。
1）［五］仏の［真言である］d vajrajñåna…/…バザラキジャノウ // （金

剛智なり）は金剛界を堅固になす。
そこでさらに、私は儀則に従ってもろもろの法印を説くであろう。

…… 2）…e samayas… tvam… /…サンマヤ　サトバン // （汝は誓戒あるものなり）

と［いう真言を］唱えれば、一切印の主宰となる。（薩）

…… … f ånayasva…/ アノウヤソバ //（鉤召せよ）

と［いう真言を］唱えれば、確かに諸仏を鉤召す。（王）

慶喜蔵（P 181a5~，D 160a4~）

「次に法印を説く」というのは、一切法は自性清浄であると理解することが「法」

である。それを一切有情の心に刻印することによるならば「印」である。それを

示さんとする音声も施設することによってそのようにいわれる。「vajrajñåna は
［五］仏の［真言である］」というのは、真如は金剛であって、その智が金剛智

（vajrajñåna）である。それを示すのが vajrajñånaという音声の理趣で、それは五

如来の法印である。「金剛界を堅固（P bstan pa, D brtan pa）になす」というのは、そ

の羯磨である一切如来の身と語と心の金剛が「金剛界」であって、それを堅固に

なすことによるならば、「金剛界を堅固になす」というのである。

このように示して、如来の宣説によって自性からして（P 181b）清浄であること

を信解して、舌（ltse）に白い金剛［杵］を想い、vajrajñånaという［真言を］布

置する時、その身と語と心は金剛となる。金剛薩埵等の法印の自在をなして、「そ
こで［さらに］」云々というのであって、「儀則の如く」というのは、諸尊を三昧

耶印によって成就して、御舌（ljags）に法の文字を如実に布置すること、それが「儀
則の如く」といわれるのである。
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「samayas… tvaμ」というのは、自性からして清浄なる理趣によるならば、超

越されないのがあなたであるという意味である。「一切印の主宰となる」というの

は、印でもあって一切でもあるならば「一切印」であって、毘盧遮那等の三昧耶［印］

と法［印］と羯磨［印］と大印である。これらすべての印の主宰であるならば「一
切印の主宰」であり、法界の自性である大毘盧遮那は金剛薩埵であって、彼とな

るのである。それこそ金剛薩埵の法印である。

「ånayasva」というのは、「呼べ」ということで、金剛王の［法印］である。

釈友 （P 139b4~, D 119a2~）

今は法印を論ずべきならば、それを示さんが為に、「そこで、法印」云々と説

く。すなわち、「vajrajñåna」というのは空性の智の金剛であって、その智であ

ることによるならば金剛の智である。それはまた五仏のであって、「vajrajñåna」

という音声による形態（D sgras gzugs, P sgra gzugs）、それが諸仏の印である。「金
剛界を堅固になす」というのは、その働きは金剛界曼荼羅を堅固になすのである。

そのように、一切諸仏の共通の印を示した後、菩薩たちのそれぞれの印を示すこ

とを説くために、「そこでさらに」云々と説くのである。すなわち、顕示して説く

ならば、「よく説く」である。何を説くかとならば、「法印を儀則に従って」云々

と説くのであり、それぞれの薩埵にはそれぞれの儀則があるが、それが「儀則に
（P 140a）従って」であって、それぞれの薩埵にはそれぞれの法印があるという意

味である。

「samayas…tvam」という音声の形態（sgra’i gzugs; ßabdar∑pa ?）、それが世尊金

剛薩埵の法印であって、何故それがこのタントラにおける印であるかとならば、何

らかの実事であることで、その一切は金剛薩埵の自性の変異である。それ故、そ

れは大三昧（dam… tshig… chen…po）であって、説かれたように、それはまたその法印

である。「一切印の主宰となる」というのは、法印の働きを示したのである。金剛

薩（D 119b）埵となるという意味である。

「ånayasva」というのは、諸尊を鉤召する働きを示す音声の形態で、世尊金剛

王の法印である。「いうならば」というのは、それを唱えるならばである。「確か
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に諸仏を鉤召す」というのは、その働きを示したものである。

H279……3）g…aho…sukha…/…アコソギャ //（ああ 安楽なり） 

   と［いう真言を］唱えれば、彼は諸仏をも愛染す。（愛）

  h…sådhu…sadhu…/…サトサト //（喝采 喝采） 
と［いう真言を］唱えれば 1、彼は喝采することによって［諸仏を］
満足させる。（喜）  

… …………4）…i…sumahån2 tvam…/…ソマカドバン // （汝は非常に偉大なり）…

と［いう真言を］唱えれば、［諸］仏の灌頂を得。（宝）

… … j r∑poddyota…/ ロホウニユタ //（身色輝やけり） 
と［いう真言を］唱えれば、法の威光あるものとなるであろう。（光）

【訳註】１「唱えれば」Skt.…prokte,…Tib.…smrasとある。サンスクリットは一定してい

るが、チベット訳は brjodと smrasの二語に訳されている。経文においてはサンスク

リットにより「唱える」と訳したが、註釈の中では smras「言う」を brjod「唱える」

と言い換えているので、註釈の中の smrasは「言う」と訳しておく。

2「sumahån」Hでは sumahåsとあるが sumahånに改める。あるいは sumahan（呼格）

かも知れない。

慶喜蔵（P 181b6，D 160b3）

「aho… sukha」というのは、無始無終の法である無我の愛着という意味であっ

て、金剛愛の［法印］である。

「sådhu… sadhu」というのは、「善き哉」［という意味］であって、正等菩提の

行と説くことによって、六波羅蜜多の行の自体であって、金剛善哉の［法印］で

ある。

「sumahån… tvam」というのは、荘厳の供養が妙供養であって、悉地の供養の

自体を布施することが汝である。と呼ぶこと（bod…pa: 呼格？）であって、金剛宝の

［法印］である。
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「r∑poddyota」というのは、身色（gzugs）を輝かすならば、身色光明であって、虚

空（P 182a）と等しい智の一切法の自性を輝かすという意味である。「法の威光あ
るものとなる」というのは、自性からして清浄を証得している法の自性を有する

威光がそれにあるならば「法の威光」である。金剛日性（rdo… rje…nyi…ma…nyid）と

それはなるという意味である。金剛光の［法印］である。

釈友 （P 140a5~, D 119b2~）

「aho… sukha」という音声の形態は、これは世尊金剛愛の法印であり、その働

きは仏等を喜ばせることである。愛（chags… pa: rdo… rje… chags;… vajraråga）とは望む

ことであって、有情たちの饒益のために、仏、或いは他の者たちでも、何であれ

儀則に従って欲すること（’dod…pa）、それが愛と称されるのである。

「sådhu… sadhu」という音声の形態、これは世尊金剛喜の法印であり、これを

唱えれば、「善いかな」という言葉によって仏等を喜ばすことがその働きである。

「sumahån…tvam」というこれは、世尊金剛宝の法印である。「諸仏の灌頂を得る」

というのは、諸仏の灌頂の真言は諸仏の灌頂を得ると（P 140b）いう意味である。

「r∑poddyota」という音声の形態、これは世尊金剛光の法印である。「と言う
ならば」というのは、唱えるならばこの真言は法の威光となるということで、聖

教と証得の自性を有する法の威光があるものとなるならば「法の威光」である。

次のように示す。すなわち、出世間の諸法において、智の光明を得るという意味

である。

H280……5）…k…arthapråpti…/…アラタハラチ // （利益を獲得せり）…

… と［いう真言を］唱えれば、彼は一切の意願を満たす。（幢）

… l…ha…ha…h∑μ…ha…/…カ　カ　ウン　カク // （ハ　ハ　フーン　ハ） 
 と笑うならば、［諸］仏の微笑を獲得す。（笑）　　　

… 6）… sarvakåri…/…サラバギャリ // （一切を為す）…

… と［いう真言を］唱えれば、非法 1 をも清浄にす。（法）

… du˙khaccheda…/…ドギャセイダ //（苦を断ず） 
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 と［いう真言を］唱えれば、彼は一切の苦を断ず。（利）

【訳註】１「非法」Skt. akårya, Tib. mi bya ba「非所作」。漢訳は…不空、施護とも「非

法」。サンスクリットの akåryaは「所作をなさない」意味ではなく、所作（なすべき

こと）でない、すなわち正しい行いではなく悪い行い、すなわち「非法」の意味である。

gati「道」が agati「非道」となるのと同じである。しかし、釈友では、「非所作」は、法

界と同義と解釈されている。「非所作」を無為の意味にとったのであろうか。

慶喜蔵（P 182a2，D 160b7）

「arthapråpti」というのは、希求されるべきものであるならば目的（don: 

artha）であって、如来の［十］力や［四］無畏等である。それらを証得すること

が宝（nor）を得ること（thob…pa: pråpti）であって、金剛憧の［法印］である。

「ha ha h∑µ ha」というのは、因と果を（D 161a）所縁とする法の大施を証得

する理趣によって、仏の笑みたる微笑を得て摂取し、金剛笑たることを得るであ

ろうという意味である。金剛笑の［法印］である。

「sarvakåri」というのは、諸法は自性からして清浄であると了解して、先の引

発力の威力により、一切の色身を示現する三摩地によって、一切有情の利益を円

満することによるならば、「一切作者」であって、金剛法の［法印］である。

「du˙khaccheda」というのは、般若と智とを自体とするので、一切の苦にお

ける分別無所得によるならば、苦を断じる。金剛利の［法印］である。

釈友 （P 140b3~, D 119b6~）

「arthapråpti」という音声の形態、これは世尊宝憧の法印であって、「それを
唱えるならば、一切の意願を満たす」というのであって、この真言はそのように

なると、その働きを示したのである。

「ha…ha…h∑μ…ha」という音声の形態、これは世尊金剛笑の法印である。「と笑
うならば」というのは、この真言によってである。「仏の微笑を（D 120a）獲得する」

というのは、その働きであって、仏の如く微笑みを示すことによって、それはま
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た、有情の利益となるという意味である。

「sarvakåri」という音声の形態、これは世尊金剛法の［法］印である。この真

言を唱えるならば、「非所作をも清浄にする」といいうのは、なすべきであるなら

ば所作である。それをなさないならば非所作であり、法界であり、それはまた清

浄である。法界を自性とすることによって、清浄を証得する。

「du˙khaccheda」という音声の形態、これは世尊金剛利の法印である。「と言
うならば」というのは、唱えるならばである。「それは一切の苦を断じる」という

のは、所化たちの一切の苦を断じることである。それをなすのが真言である。

H281 7） o buddhabodhi / ボダボウヂ //（仏菩提なり） 

   と［いう真言を］唱えれば、曼荼羅の主となる。（因）

  p pratißabda / ハラチセンダ //（応声なり） 
   と［いう真言を］唱えれば、諸仏と共に談論す。（語）

 8） q suvaßitvam / ソバシトバン //（妙自在なり） 
   と［いう真言を］唱えれば、あまねく自在となる。（業）

  r nirbhayas tvam / ヂリハヤドバン //（汝は無畏なり）

   と［いう真言を］唱えれば、たちまち畏れ無きものとなる。（護）

慶喜蔵（P 182a7，D 161a3）

「buddhabodhi」というのは、神足［通］に通達することによって、金剛界等

の大曼荼羅を円満し、仏と菩薩の一切の曼荼羅の主となり、発心するのみで法輪

を転じるもの（P 182b）となるという意味で、金剛因の［法印］である。

「pratißabda」というのは、響きであって、四無碍［弁］を自性とする般若無

戯論の声にして、不生であるが故に、こだまの如くであって、そのようなもので

あるのが汝であるという意味である。「諸仏と共に談論す」というのは、毘盧遮那

等の諸仏と共に対話することであって、金剛語となるという意味である。金剛語

の［法印］である。

「suvaßitvam」というのは、遍自在性であることによるならば、極自在であっ
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て、無尽無余の諸供養によって、一切如来を供養することに自在である。「一切の
自在を有する者となる」というのは、一切の部より遍く仏の化作の諸業と有情利

益をなすことなどに自在であることと、支配者たることに彼はなるという意味で

あり、金剛業（D 161b）の［法印］である。

「nirbhayas… tvam」というのは、不退転の精進によって、声聞と縁覚の地に墜

ちる畏れがないことによって無畏性である。「畏れ無きものとなる」というのは、金

剛護となることである。金剛護の［法印］である。

釈友 （P 140b8~, D 120a3~）

「buddhabodhi」という音声の形態、これは世尊金剛因の法印である。「と言う
ならば」というのは、（P 141a）それを唱えるならばである。「一切の曼荼羅の主と
なる」というのは、その働きである。

「pratißabda」という音声の形態、これは世尊金剛語の法印である。「と言うな
らば」というのは、唱えるならば真言である。「諸仏と共に談論す」というのは、そ

の働きであって、仏・世尊たちと言音を一つに語ることによって、有情たちのそ

れぞれの思いの義を示すのである。談論が言葉になされるとき、平等に語られる

ならば、「共に語る」であって、諸仏と共に語ることが同等となるという意味である。

「suvaßitvam」という音声の形態、これは世尊金剛業の法印である。「と言う
ならば」というのは、真言として、これを唱えるならばである。「あまねく自在と
なる」というのは、この印の働きを示している。仏の供養等の諸業において、す

べてに自在たることを獲得するであろうという意味である。

「nirbhayas tvam」という音声の形態、これは世尊金剛護（D 120b）の法印で

ある。「と言うならば」というのは、真言として、これを唱えるならばである。「た
ちまち恐れなき者となる」というのは、その働きを示したのである。そのように

示して、金剛護の法印を唱えるならば、一切の怖畏から離れるであろう。

H282  9） s ßatrubhak≈a / シャトロバキシャ //（敵を敢食す） 

     と［いう真言を］唱えれば、彼は一切の怨敵を喰らう。（牙）
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   t sarvasiddhi / サラバシッチ //（一切悉地なり） 
    と［いう真言を］唱えれば、一切の悉地があるであろう。（拳）

 10） u mahårat¥ / マカラチ //（大喜なり） 
    ［と唱えれば］、天妙なる喜悦がある。（嬉）

   v  r∑paßobhå / ロハシュベイ //（姿端厳なり） 
    ［と唱えれば］、まさにその様になる。（鬘）

   w ßrotrasaukhyå / シュロタラサウケイ //（耳に心地よい） 
    ［と唱えれば ]、楽しみを与える。（歌）

… … … x…sarvap∑jå / サラバホジ //（一切供養なり）…

    ［と唱えれば］、妙供養［を与える］。（舞）

慶喜蔵（P 182b6，D 161b1）

「ßatrubhak≈a」というのは、貪欲の煩悩と随煩悩等と、天魔等が敵である。

それを観察することの精進と解脱の門が自性からして輝くことによって、噉食

し、隠没をなすことによるならば食敵である。金剛牙の［法印］である。

「sarvasiddhi」というのは、三昧耶［印］と法［印］と羯磨［印］と大印等の

諸悉地を成就することであって、それを（P 183a）示すところの声において、さら

にそのようにといわれる。それを「唱えれば、一切を悉地するであろう」という

のは、一切の印を成就するものとなるのである。金剛拳の［法印］である。

「mahårat¥」というのは、歓喜でもあり、大でもあるならば大歓喜であり、喜

悦である。嬉女のこの法印によって「天妙なる喜悦」を獲得する。

「r∑paßobhå」というのは、鬘女の法印であって、何であれ、それによって「姿

端厳性」といわれる。容姿が素晴らしいものとなるところの姿端厳性を得る。

「ßrotrasaukhyå」というのは、歌天女の法印であって、何であれ、それによ

って安楽を与えるものとなる。

「sarvap∑jå」というのは、舞女の法印である。何であれ、それによってよく供

養を与えるものとなる。
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釈友 （P 141a7~, D 120b1~）

「ßatrubhak≈a」という音声の形態、これは世尊金剛薬叉の法印である。真言

として、これを唱えるならば、「一切の敵を喰らうものとなる」というのは、その

働きを示したのであって、「敵を喰らう」というのは、無力にすることである。

「sarvasiddhi」という音声の形態、これは世尊金剛拳の法印である。これを真

言として、唱えるならば、「一切の悉地があるであろう」（P 141b）というのが、そ

の働きであって、「一切の悉地」とは、一切の需用を成就するであろうという意味

である。

「mahårat¥」という音声の形態、これは［世尊］金剛嬉女の法印である。この

真言を唱えるならば、その働きは瑜伽者が等至の時、あるいはまた、行の時、天

妙なる歓喜を獲得するであろう。

「r∑paßobhå」という音声の形態、これは［世尊］金剛鬘女の法印である。以

前の如く真言として唱えるならば、美しい姿を獲得するであろうと示したのであ

る。

「ßrotrasaukhyå」という音声の形態、これは世尊金剛歌女の法印である。真

言として、これを唱えるならば、安楽を獲得し、瑜伽を観修する時、あるいは他

の時であっても安楽と意安楽は多くなるであろう。

「sarvap∑jå」という音声の形態、これは世尊（P bcom ldan ’das, D欠）金剛舞

女の法印である。真言として、これを唱えるならば、施供養を獲得し、天と人に

よってよく供養されるであろうという意味である。

H283 11） y prahlådini / ハラカラジニ //（悦澤なり）

   ［と唱えれば］、悦意となる。（香）

  z phalågåmi / ハラキャミ //（果を齎す） 
   ［と唱えれば］、果を［得る］。（華）

  { sutejågri / ソテイジャキリ //（妙光の最上なり） 
   ［と唱えれば］、偉大な光あるもの［となる］（燈）。
  | sugandhå∆gi / ソゲンダウギ //（身妙香あり） 
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    ［と唱えれば］、妙香なるを［得る］。（塗）

 12） } åyåhi ja˙ / アヤキジャク //（汝は来れ ジャハ） 
    ［と唱えれば］、鉤召あり。（鉤）
   A åhi h∑µ h∑µ / アキウンウン //（蛇〈羂索〉よ フーン　フーン） 
    ［と唱えれば］、引入者あり。（索）

   B he spho†a vaµ / ケイソボタバン // （オオ 破裂よ ヴァン）

    ［と唱えれば］、偉大な縛あり。（鎖）

   C gha∫†a a˙ a˙ / ゲンダアクアク //（鈴よ アハ　アハ）…

… … … … ［と唱えれば］、揺動あり。（鈴）　

慶喜蔵（P 183a4，D 161b6）

「prahlådini」というのは、香女の法印であり、何であれ、それは悦意（yid 

bde ba: pr¥ti, saumanasya）の安楽を与えるものとなる。

「phalågåmi」というのは、花女の法印であり、何であれ、それによって果等、す

なわち、静慮の果と、世間の利益の悉地等の果を得るものとなる。

「sutejågri」というのは、灯女の［法印］であり、何であれ、それによって大

威光を与えるものとなる。

「sugandhå∆gi」というのは、塗女の［法印］である。何であれ、それによっ

て香りの最勝性を与えるものとなる。

これら嬉女等の八［供養女］の法印は呼格の語によって誦すのである。

「åyåhi ja˙」金剛鉤の法印である。

「åhi h∑µ h∑µ」索の［法印］である。

「he spho†a vaµ」鎖の［法印］である。

「gha∫†a a˙ a˙」というのは、金剛遍入の法印である。

薩女金剛女等の法印は本尊（rang: sva）の心呪そのものである。

釈友 （P 141b5~, D 120b6~）

「prahlådini」という音声の形態、これは世尊金剛香女の法印である。真言と
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して唱えるならば、意安楽であって、意安楽となる布施をなすこと、それがその

働きである。

「phalågåmi」という音声の形態、これは世尊金剛花女の法印（D 121a）であ

る。真言として、これを唱えるならば、意に希求したものの果を獲得するであろう。

それがこの働きである。

「sutejågri」という音声の形態、これは世尊金剛灯女の法印である。真言とし

て、これを唱えるならば、大威光を獲得する。それがこの働きである。

「sugandhå∆gi」という音声の形態、これは［世尊］金剛塗女の法印である。

真言として、これを唱えるならば、諸如来の戒香を身体に獲得するであろう。こ

れがその働きである。

「åyåhi ja˙」という音声の形態、これは世尊金剛鉤の法印である。呼び寄せる

ことがその働きである。

「åyåhi h∑µ h∑µ h∑µ」という音声の形態、これは［世尊］金剛索の法印で

ある。剰余（lhag…ma…?）がその働きである。

「he spho†a vaµ」という音声の形態、これは［世尊］金剛鎖の法印である。

剰余（lhag…ma…?）がその働きである。

「gha∫†a a˙ a˙」という音声の形態、これは［世尊］金剛鈴の法印である。振

動というのがその働きである。

法印とそれらの働きを説き終わった。

（2） 法印成就法

H284……13） そこで、それらの法印の白浄なる成就法を説く。

 舌に金剛［杵］を観修すべし。一切の作業をなす。

慶喜蔵（P 183a8，D 162a2）

「白浄」というのは、白である。「舌に」というのは影像（P 183b）の瑜伽によって、舌

すべてに布置することを想うべきである。「金剛」というのは五鈷金剛杵である。
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釈友 （P 142a4~, D 121a4~）

今は成就法を説く需用（dgos… pa）によって、そのために、「そこで、それらの白
浄なる法印の成就法を説く」というのである。それによって成就するならば「成
就法」である。ある決定瑜伽によって、自の羯磨を成就する、そこにおいて「成
就法」といわれる。それ故に「舌に金剛白浄（rdo… rje…dge）を観修して」という

のであって、法印を誦するとき、「舌に金剛」というのは、五鈷白浄（rtse… lnga… pa…

dge…ba「五鈷で白浄なるもの」）という白色の［金剛杵］を観修して置くべきである。

その後で、法印を誦すべきであって、それによってその一切の需用 1を成就する

であろう。

【訳註】1「一切の需用」dgod…pa… thams…cadとあるが、経文に las…rnams… thams…cad;…

sarvakarmå∫iとあるのを指すのであろう。

［四］　羯　磨　印　智
（1）…羯磨印縛（羯磨印・成結儀則）

H285　そこで、羯磨印の縛がある。

 1） ［瑜伽者は］善く決定して、金剛拳を堅く結び、二つになすべし。
  二の金剛印をなし、それより［羯磨の印］縛が展開する 1。
 2） 左の金剛［拳］の頭指を右の［金剛拳］によってつかみ立てる。
  覚勝と名付ける印（智拳印）で、これは仏菩提を与えるものである。（毘）

【訳註】１「縛が展開する」bandha˙ pravartyate, Tib. bcing ba rab tu bshad「縛を

説く」

慶喜蔵（P 183b1，D 162a3）

「次に羯磨印縛を説く」というのは、精進を自性とする所作が羯磨である。それ
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を示さんとする手掌の理趣に似たのが「印」である。その「縛を説く」というの

は、縛の相を為すべきである。「金剛拳」というのは、三昧耶の金剛拳である。「堅
く結び」というのは、堅く圧することである。「決定して」というのは、本尊に依

止する心によってである。「二つになすべし」というのは、別々に為すことである。

「二の金剛印を結んで」というのは、金剛拳の印を二つに為すことが、「二の金剛印」

であって、金剛印を二つにすることである。「それより縛を説く（rab… tu…bshad、経

典には pravartyateとある）」というのは、諸々の羯磨印の縛の相を別々に分けて説

くべきである。

（毘）「左の金剛」云々というのについて、心臓に置いた左の金剛拳の指が「左
の金剛頭指」であって、それを掴むべきである。何によって掴むかとならば、「右
によって」というのであって、右の金剛拳によってである。そのように掴むなら

ば、立てて口を上に見て置くという意味である。「覚勝の印であるこれは」という

のについて、「覚」とは無上正等覚である。そのもの（無上正等覚）は最勝であって、最

高なるものであり、その［印］によって開顕するならば、その印は「覚勝」であり、そ

れを示現したのが世尊毘盧遮那の羯磨印である。

釈友 （P 142a7~, D 121a6~）

「四印の智を学ぶべきである」と説かれていることによって、今は羯磨印の誦を

需用して、それによるならば、「そこで、羯磨印の縛を説く」というのであって、事

業（羯磨）をよく示す印が羯磨印であって、ある者が［羯磨印を］結ぶことによっ

て、タントラに説かれた諸業を成就すること、それらについて、「羯磨（P 121b, D 

142b）印」と説かれる。それらを結ぶことが、相を如実に結びつけることである。

「金剛拳を堅固に結んで」というのについて、金剛拳の相は以前に説いた。それ

を「堅固に結ぶ」とは、相を如実に能満することである。「決定して」というのは、そ

れによって、自分の本尊と自身とが現在前して、本初の諸業によってなせと示し

たのである。「二つに」というのは、結んだそれを別々に離すべきである。金剛拳

を両手に分けるならば「二金剛拳」となる。そこにおいて、諸々の羯磨印の各々

の部分によって結ぶことを説く。そのうち、先ず始めに世尊毘盧遮那の印を示す。
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（毘）その相は「左」云々がそれであって、胸に置いた左の金剛拳の指、すな

わち、［〜］指と区別して分けて言わなくても、伝承により、［指とは］頭指であ

ると知るべきである。「右」というのは、右の金剛拳によってである。少し屈して

持するのかとならば、そうではなくて、「立てるべし」というのであって、「立て
る」とは、先端を上に示すのである。「菩提」とは、覚悟であって、証得（thugs 

su chud pa : adhigata）という意味である。一切の覚悟の最高とならば、「最勝」で

あって、「覚勝」である。それを示す印が「仏菩提を与える」というのであって、最

終の結果を示している。

H286 3） 阿閦の［印］は触地［印］である。同じく、宝［生］は施願［の印］

である。
  無量寿の［印］は最勝三摩地［印］（定印）である。不空［成就］の
  ［印］は施無畏［印］である。
… 4）…そこで ､ さらに私は羯磨印をまとめて説こう。
  金剛薩埵等の諸薩埵の金剛羯磨の［印］が展開する。

慶喜蔵（P 183b8，D 162b1）

（阿閦）「阿閦のは触地」というのは、左の金剛拳で法衣の裾を持す仕草（tshul: 

理趣）で置き、右の（P 184a）金剛拳の一切の指を展ばし、地に触れる仕草をなす

のが触地［印］である。

（宝生）「同じく、宝［生］は施願である」というのについて、「同じく」という

のはその相のままでであって、阿閦の左拳で法衣を持する仕草と同様に、宝生の

もまたなさるべし。宝生のそれ（印）もまた、｢ 施願 ｣とは、右の金剛拳を伸展し、一

切の指を展ばして施願の仕草になすべし。

（無量寿）「無量」というのは、寿命が無量である。「最勝三摩地」というのは、三

摩地の最高である。それを示すところの印が、「最勝三摩地」であって、二金剛拳

の一切の指を展べ、鉢を持する仕草で、お互いに大指の先端を合わせて置くので

ある。
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（不空）「不空成就」というのは、有意義を成就したものであって、彼の羯磨印は「施
無畏」である。次のように示す。左の金剛拳で法衣を持する仕草になし、右の一

切の指を展べて、無畏を施す仕草になすべし。金剛の事業（羯磨）等は、三昧耶

不壊の事業であって、それをなすことが円満であることである。

釈友 （P 142b7~, D 121b5~）

（阿閦）「阿閦のは触地」というのは、左の金剛拳を押し当てて、結跏趺坐の上

に置き、右の金剛拳を伸ばして右膝の方に伏せて、諸指の先端をわずかに地に触

れるは、阿閦の印である。

（宝生）「同様に最勝の宝珠を与える」というのについて「同様に」（P 143a）と

いうのは、左金剛拳を以前の如く結跏趺坐の上に置くことである。「宝珠」という

の宝生のである。「ni」という語は、区別して分ける意味である。「最勝施」とは、右

［手］を最勝施の仕草で置くことであって、宝生の印である。（D 122a）

（無量寿）「無量寿」というのについて、「量る」とは、わずかなもののみにも

なすが、これは量り知れないならば、「無量」であって、量り知れない身命（sku 

tshe）があるならば、「無量寿」である。「三摩地の最勝」というのは、結跏趺坐の

上に二金剛拳を置いて、二頭指を屈した爪の背をお互いに着け、その次に、二大

指を下に示して、各々の頭指と先端を合するのが無量寿の印である。

（不空）「不空にして無畏を与える」というのは、左金剛拳を結跏趺坐の上に圧

して置き、右金剛拳を伸ばして無畏を与える仕草に置く。これは不空成就の印で

ある。

諸仏の印の相を説き終わった。薩埵たちの印の相を述べんとして、「これより諸々
の羯磨印を」云々というのである。「まとめて」というのは、要略することである。

何のかとならば、「金剛薩埵等の薩埵たち」というのである。どのようにかとなら

ば、「金剛の業（羯磨）をなして」というのであって、無碍なる業に入ると示すの

である。

H287  5） 二［手］をもって、［左拳を腰に置き］誇らしげに、［右手を］引き上
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げて［掌に大指を置き三度抽擲せよ］。（薩）　
  鉤にしてつかむが［ごとくに］す。（王）　
  矢を射る仕草より ､（愛） 
  喝采をなして心臓に置く。（喜）

　　6）… 二金剛［拳］を灌頂処（額）に［置く］。（宝） 
  心臓に日を顕示す。（光）　　　　  　
  左［拳］の［上に］右腕を杖の［如くにして］置く１。（幢）

  同様に笑処（口辺）に転ず。（笑）

【訳註】１「左［拳］の［上に］右腕を杖の［如くにして］置く」Skt. våmasthabåhuda∫∂å, 

Tib. g-yon pa la ni gru mo gzugs, gzugsは fut. of ’dsugs pa: to put, or place.とと

った。サンスクリットの sthaに当たる。

慶喜蔵（P 184a6，D 162b6）

（薩）「誇らしげに、引き上げる」というのは、以前に説いた。「二をもって」と

いうのは、左と右の二の金剛拳をもってであり、左の金剛拳は面を内にして「腰」

側に置き、右は展ばして心臓の上に高挙の仕草で置く。これが金剛薩埵の羯磨印

である。

（王）「鉤を持するが如く安住す」というのは、右は金剛拳にし前方に置き、そ

のさらに前方に左の（P 184b）金剛拳を鉤を持するが如くになすのは金剛王の［羯

磨印］である。

（愛）「矢を射る仕草」というのは、（D 163a）左の金剛拳を心臓に展ばして置き、そ

の上に右［拳］の面を下に向けて置き、さらに右の金剛拳によって矢を射る仕草

になして、耳に至るまで弓を引く仕草になして、矢を引き絞り射るが如くになす。

これが金剛愛の［羯磨印］である。

（喜）「喝采をなして心臓に置く」というのは、二金剛拳を心臓に置いて、頭指

と大指によって弾指する。それが善哉（金剛喜）［の羯磨印］である。

（宝）「灌頂は二金剛」というのは、両の金剛拳を毫相のところに置く。これが「灌
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頂は二金剛」といわれるのである。これが［金剛］宝の［羯磨印］である。

（光）「心臓に日を顕示すべきである」というのは、二金剛拳を心臓の右から回

して巡らすは金剛光の［羯磨印］である。

（憧）「左［拳］の上に［右］肘を置く」というのは、左の金剛拳の上に右の金

剛拳の肘を置くのが金剛憧の［羯磨印］である。

（笑）「同様に口辺に転ずべし」というのは、二金剛拳を笑いの仕草で、媚び（D 

sgeg pa, P sgeg mo、Dをとる）を伴って巡らし、両の口辺に置くのが金剛笑の［羯

磨印］である。

釈友 （P 143a8~, D 122a5~）

（薩）誇りを有することによるならば、「誇らしげに」であって、「誇り」という

語は、左の金剛拳であって、脇に置くべきである。「抽擲」とは、右金剛拳の中指

の先端に五股金剛杵の中央を（P 143b）掴んで、胸の上に示して持するのが「抽擲」

と言われる。金剛杵がないときは、心によって思うべし。これが金剛薩埵の羯磨

印である。

（王）右金剛拳の胸より八指のみ［離して］まっすぐに前に置いて、その亦前に、左

金剛拳を同様に置いて、「鉤を持する仕草で住する」のである。このように持した

鉤によって成就すべきものを引き寄せると思う。

（愛）「箭を射る仕草」というのは、理解しやすい。箭も成就すべきものの胸に

当てると思う。

（喜）二金剛拳を胸に置いて、（D 122b）弾指を二度なすべし。

（宝）灌頂処に二金剛拳を置いて、宝珠を設けると思うべし。

（光）二金剛拳を胸の右方の脇に繞らすに、輪の仕草で繞らす。これが金剛光の

印である。

（幢）左金剛拳を仰げて置いた上に、右の金剛拳の肘を立て、左の腋の脇に置い

て、一切の義利の雨を降らすと思い、一切の味をあまねく満たすことが宝幢の印

である。

（笑）二金剛拳の脇を上げて、左右の口に飾って回すのが金剛笑の印である。
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H288 7）…右［拳］によって左［拳］を開く。（法）

  左［拳］を心臓に置き、右［拳］剣を持す（剣印にす）。（利）

  旋火輪の［如く］旋転す。（因）

  二金剛［拳］を口に立てる。（語）

 8） 金剛［拳］を旋舞して開き頬より頂上に置く。（業）

  甲胄［を結ぶが如く］なし ､（護）

  小指を牙の［如くに］す。（牙）

  二拳を［互いに］圧す。（拳）

慶喜蔵（P 184b6，D 163a5）

（法）「右［拳］によって左［拳］を開く」というのは、右の金剛拳によって左

の金剛拳を、心臓を開く仕草で開くは金剛法の［羯磨印］である。

（利）「心臓に左［拳］を［置き］、［右拳で］剣［印］を結ぶ」というのは、左

の金剛拳を心臓に置いて、右の金剛拳によって剣を持つ仕草になすのが、「心臓に
左、［右］剣になし殺す」というのであって、金剛利の［羯磨印］である。　

（因）「旋火輪の［如く］旋転す」というのは、（P 185a）二金剛拳を旋火輪の如く、右

方より身体の外に回すのが金剛因の［羯磨印］である。

（語）「二金剛［拳］を口より生ず」というのは、二金剛拳を口より上に上げる。

それが金剛語の［羯磨印］である。　

（業）「金剛［拳］を旋舞す」云々について、二金剛（D 163b）拳を結び、嬉戯し

つつ辺（小指）より解くことによって、電光となる如く開き旋転するのは金剛舞と

同様である。それが「旋舞す」であって、それによって二金剛拳を旋舞し、それ

より生じた合掌を頭頂に置くならば、金剛業の印となる。

（護）「甲胄」というのは、二金剛拳を心臓に結ぶ仕草によって旋舞し、さらに

首と後頚と心臓、それから乳に至るまで、さらに、心臓、それから首と背と灌頂

処において、結ぶ仕草で旋舞して、鬘を結ぶが如くなし、最後に掌の端を叩いて

歓喜し、再び二金剛拳を結んで、甲冑を纏うという二つの仕草を交えるのが金剛
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護の［羯磨印］である。

（牙）「小指牙の最勝」1というのは、二金剛拳の小指を展ばして鉤にした大指（mthe…

po…?）の最勝なるもの、それが牙の最勝と言われ、それを口の両辺に置くのが金剛

薬叉の［羯磨］印である。

（拳）「二拳を［互いに］圧す」というのは、二金剛拳をお互いに圧しあてる。

それが金剛拳の［羯磨印］である。　

【訳註】1「小指牙の最勝」mthe’u… chung…mche…ba’i…mchog、サンスクリットは

kani≈†hadaµ≈†rå、経典のチベット訳はmthe’u…chung…mche…ba、不空「小指牙」、施護「頭

指牙」とあり、mchog「最勝」の語はない。続く「大指の最勝」（mthe… po’i…mchog）

という語もいささか不詳。

釈友 …（P 143b7~, D 122b3~）

（法）左金剛拳を蓮花と思い、右の拳で蓮花の花弁を開く仕草で口を開いて示す

これが金剛法の印である。

（利）左の金剛拳を胸に置き、右金剛拳を剣を持つ仕草で右方に置くべし。これ

が金剛利の印である。

（印）二金剛拳の（P 144a）二臂を一つに合し、旋火輪の如くに前に回す。これ

が金剛因の印である。

（語）二金剛拳を口より上に引き上げる。これが金剛語の印である。

（業）左金剛拳を前に伸ばして置き、左の頭指等より解いて、右の小指等より解

いて、誇って旋転し、左ほほの方に引き上げる。それより二度旋転して、右のほ

ほの方に引き上げる。それより三度旋転して、頭に運び、頭頂に置く。これが金

剛業の印である。

（護）二金剛拳を臍の方に繋にして、その二拳をそれぞれの側から離して引き上

げ、再び繋になすべし。次に、二拳を自分の脇の下から引き上げ、胸の所で繋にする。

次に、二拳を肩の方から引き上げて、襟首に抜いて、首から襟首に繋にする。次に、二

拳を襟首から（D 123a）額の方に繋にする。次に、鬘を結ぶ仕草で引き上げて、襟
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首に抜いて繋にする。次に、二拳をそれぞれの耳の［所に］引き上げて、各自の

側で繋に結び、両のほほから、［拳の］端から解く仕草で繒綵を着ける仕草でよく

解くべし。これが金剛甲冑（護）の印である。

（牙）二金剛拳の二小指を口辺の方に置く。これが金剛薬叉（牙）の印である。

（拳）左の金剛拳を前に伸ばして置き、その上に右［拳］を口を下に向けて置き、互

に押し当てるは金剛拳の印（P 144b）である。

H289 9） 金剛慢の加行（二金剛拳を腰に当て誇らしげに）によって、意躍動して

礼すべし（嬉）。
  鬘を結ぶが［ごとくに］なし（鬘）､ 口に散ず（歌）。金剛舞を旋舞す（舞）。
 10） 金剛拳の加行（prayoga: 儀）によって、香等を同様に与えるべし。
  一切諸仏の供養のために供養の印が配される。（香・華・燈・塗）

慶喜蔵（P 185a7，D 163b5）

（嬉）「金剛慢」云々について、二金剛拳を両側に置いて、「意躍動して」という

のは、傲慢の殊勝によって結ばれるのが嬉女の［羯磨印］である。

（鬘）「鬘を結ぶ」というのは、二金剛拳によって、（P 185b）鬘を結ぶ仕草にな

すのが鬘女の［羯磨印］である。

（歌）「口より生ず」というのは、二金剛拳によって語を発声する仕草になす。

それが歌女の［羯磨印］である。

（舞）「金剛舞を旋舞す」というのは、金剛業の印の如くに旋舞すべきものとい

う意味であって、金剛舞女の［羯磨印］である。

（香 ･花・灯 ･塗）「金剛拳の［儀］によって」というのは、二金剛拳によってである。

「香等を同様に与える」というのは、同様にして以前説いた香女等の印の仕草、［す

なわち、］それより、

二金剛拳を（D 164a）香を捧げる仕草で下に散ずるは香女の［羯磨印］である。

二金剛拳を花を捧げる仕草で上に散じるは花女の［羯磨印］である。

二金剛拳の二大指を並べ立て、灯火を捧げる仕草に置くは灯女の［羯磨印］で
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ある。

二金剛拳を展ばして、自分の心臓に香を塗る仕草になすは塗香女の［羯磨印］

である。

「一切諸仏に対し供養の印の供養をなす」というのは、供養のために香女等の

これらの供養印を観じることが、それである。

釈友 （P 144b1~, D 123a3~）

（嬉）二金剛拳を両腰に置くならば、金剛欠伸（bsgyings pa : vij˚µbhya「奮迅」）

の瑜伽となり、金剛欠伸の瑜伽、それによって亦、左の頭を垂れることによって

礼すべし。このようになすならば、「意躍動して」といわれ、喜びを伴う意味であ

る。このように示して、最勝の喜びによって礼拝するならば、震えるものとなり、も

しは塵を生じるものとなり、もしは身毛竪立するものとなる。それによるならば、非

常なる喜びの殊勝より、結果の殊勝を如実に生じる繋、そこにおいて、「意躍動」

という語を説くのである。

（鬘）「鬘を結んで」というのは、金剛拳によって頭飾を結ぶようになす。金剛

鬘女の印である。

（歌）二金剛拳を口より上に引き上げるのが「口より生ず」であって、金剛歌の

印である。

（舞）金剛舞は以前に金剛舞の三昧耶印を説いたが、それこそが金剛舞女主人の

印である。

（香）二金剛拳を結んで、下に留める仕草になすのが、金剛香女の印である。

（花）さらに、金剛拳そのものを花を散らす仕草で上に散ずるようになすのが、金

剛花女の印である。

（灯）二金剛拳より、二大指を立てて、灯火の炎のように置くのが金剛灯女の印

である。

（塗）二金剛拳を自らのように胸に香を塗る仕草で伸ばし、本尊の外側に置き、香

を与えるときは、口（D 123b）の外側に示して伸ばすのが金剛塗の印である。？
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H290 11） 頭指を鉤に結び、小指より大鉤にす（鉤）。

 腕を交え（索）、二頭指を環にし（鎖）､ 両の背を押し当てる（鈴）。

慶喜蔵（P 185b6，D 164a2）

（鉤）「頭指を鉤に結ぶ」というのは、二金剛拳を結び ､右の金剛拳の頭指を鉤に

なすべきである。それを結ぶのは「小指より」というのは、左の金剛拳によって、小

指を鉤になした鉤を、右の頭指の鉤の根元を引っかけて結ぶ。その結び［方］に

よって「小指にして大鉤」1といわれる。金剛鉤の羯磨印である。

（索）「手首を交え」というのは、二金剛拳を結んで、お互いに手首のところの

背の部分を着ける。かくの如く手首を交えるのが金剛索の［羯磨印］である。

（鎖）「二頭指を（P 186a）環にす」というのは、二金剛拳を結び、その二頭指を

鉤の如くになし、内傍に置いて、お互いに鎖を結ぶ仕草になす。これが二頭指を

環になすのであって、金剛鎖の［羯磨印］である。

（鈴）「両の背もまた平らにして置く」2というのは、二金剛拳を結んで ､お互い

に背を着けて圧す（btsir…ba）。これが金剛遍入（鈴）の羯磨印である。

（四波羅蜜）薩女金剛女等の印は、金剛薩女と宝と法と羯磨との印そのものが彼

等の印であると見られるべきである。

【訳註】1「小指にして大鉤」mthe’u…chung…ste…lcags…kyu…che、経文ではmthe’u…chung…

las…te…lcags…kyu…cheとあり、steは las…teとあり、サンスクリットも従格（abl.）である。

小指でも頭指と結ぶことによって大鉤といわれるという意味であろう。日本密教では

「降三世印に作し、右の頭指を鉤せよ」とあり、二小指を結んでいる。

2「両の背もまた平らにして置く」rgyab…gnyis…kyang…ni…bsnyams… te…gzhag、経文に

は、rgyab…gnyis…kyang…ni…bsnyams…te…mnan「両の背もまた等しく圧す」とある。

釈友 （P 144b7~, D 123b3~）

（鉤）左の金剛拳を前方に口を下に向けて置き、その上に右（拳）を伸ばして置

いて、その二より左の頭指を伸ばし、その上に右の頭指を鉤の仕草で置くのが「頭
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指を鉤に結び」であり、「小指よりして大鉤」という。このように示して、二小指

をお互いに鉤の仕草で合わせて、二頭指の背を押し当てるのが大鉤である。

（索）鉤の印より、右の頭指を屈し，左［の頭指］もまた屈して、一々の腹を押

し当てて、索のようになし、左の手首の上に右の［手首を］置き、二手の背を合

わせ結ぶのが索の印である。という意味である。

（鎖）索の印より、右の鉤を左の鉤になして持するのが「二頭指を環になす」の

であって、金剛鎖の印である。

（鈴）「二つの背を平らにして押す」というのは、金剛合掌を索の印より二背を一々

結合させるのが金剛遍入の印である。

（2） 羯磨印・成就法（印功徳）

H291…12）そこで、それら［羯磨印］の成就法を私は説こう。［それは］金剛の事

業がなされたのに等しい。
一切の金剛［杵］からなる金剛［杵］（十字金剛杵）を心臓に観修すべし。

慶喜蔵（P 186a3，D 164a7）

「そこで、それら」というのは、諸々の羯磨印のである。「成就法」というのは、そ

れによって成就するならば成就法であって、自の心臓に毘首金剛杵を想うことで

ある。「金剛の事業がなされたのに等しい」（D 164b）というのは、「金剛」という

のは、如来たちの御事業であり、諸仏の神変と有情の利益をなすことなどである。

それをなすことによるならば、「金剛の事業がなされた」であって、［まさに］「金
剛の事業」である。「それと等しい」とは、平等である。それを示すために、「全
金剛を実体とする金剛 1 を心臓に観修すべし」と説かれるのであって、一切の金

剛［杵］の自性であり、全金剛を実体とする金剛［杵］であって、毘首金剛［杵］

（羯磨金剛杵）という意味である。それを心臓に観修して想うこと、それが成就法

である。
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【訳註】1「全金剛を実体とする金剛」経典のサンスクリットは sarvavajramayaμ 

vajraμ、チベット訳は D, Pには rdo…rje…kun…dngos…rdo…rjeとあり、Nのみ dngosを

gyiとする。すべての金剛杵（独股杵、三股杵、五股杵、九股杵）を統括する十二股杵（羯

磨金剛杵・十字金剛杵・毘首金剛杵）ということであろう。

釈友 （P 145a4~, D 123b4~）

「そこで、それらの成就法を説こう」というのについて、「そこで、これらの」

というのは諸の羯磨印である。「成就法」というのは、これによって成就をなす

ことによるならば、「成就法」であり、ある瑜伽によってある羯磨印が欲する成

就を授ける瑜伽、それを成就法というのである。「金剛の事業がなされたのに等
しい」というのは、金剛の自性を有する事業をなすことによるならば、「金剛の
事業をなす」であって、供養等の諸業が欲するようにそのように無礙に成就す

ることによって、それ故に「金剛の事業がなされたのに等しい」というのであ

って、それと等しいことである。その瑜伽は何であるかとならば、その故に「一
切金剛の金剛」1というのである。金剛の自性を有する事業をなすことによるな

らば、「金剛の事業をなす」と説くのであって、四面（kha…bzhi… pa「四口：十字形」）

の羯磨金剛杵を心臓に観修して、それより欲する諸の羯磨印との瑜伽をなすなら

ば、その故に、それらを成就するであろう。

【訳註】1「一切金剛の金剛」経典のサンスクリットは sarvavajramayam… vajram、チ

ベット訳は rdo… rje…kun… gyi… rdo… rjeとあり、直訳すれば「一切金剛の金剛」で何のこ

とか判りにくい。羯磨金剛杵のことである。慶喜蔵の訳註を参照。

以下、羯磨（印功徳）

H291-2……13）さて、これら羯磨印の金剛の事業は多種である。

智拳［印］を結べば、仏智が遍入す。（毘盧遮那）
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慶喜蔵（P 186a7，D 164b2）

「智拳［印］を結ぶことによって、仏智が遍入するであろう」というのについ

て、最勝菩提が智印であって、菩提心と布施と般若と精進波羅蜜多の般若智（shes…

rab…ye…shes）1を収集した拳であり、それを結ぶならば、仏の四智に悟入し、趣入し、瑜

伽を生じるで（P 186b）あろうという意味である。

【訳註】1「般若智（shes… rab… ye… shes）」サンスクリットはおそらく prajñåjñåna で

あろう。大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智の四智を指すのであろう。四智

の統括である清浄法界智を象徴するのが毘盧遮那如来の結ぶ智拳印である。

釈友 （P 145a8~, D 124a1~）

今は「さて」云々によって（P 145b）羯磨印の事業を示すのである。「さて」と

いうのは、その後すぐにである。「これら」というのは、諸の羯磨印である。「金
剛の事業」というのは、無礙の事業であることによるならば「金剛の事業」であ

る。「多種」というのは、多種多様であって、種種である。しめされた通りに、そ

の通りに説かれるべき理趣によるならば、最初に智拳［印］を示すことによって、そ

の第一の事業を唯、「智拳［印］」云々によって示すのである。無上の智を証得す

る拳であることによるならば「智拳」である。それを結ぶことによって、仏 ･世

尊たちの仏智［を示すの］であって、それ（仏智）がこの真言者に遍入するであろ

うし、次第に獲得するであろうという意味である。

H292 14） 阿閦（ak⋲obhya）の［印］を結べば、意は不動（ak⋲obhya）となる。（阿閦）

  宝生の印を［結べば］、他の摂取をなすものとなる。（宝生）

… 15） 正法輪の印を［結べば］、法輪を転ずるであろう。（弥陀）

無畏最勝［の印を結べば］、速やかに一切有情に無畏を与える。（不

空成就）

慶喜蔵（P 186b1，D 164b4）
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「阿閦（mi…gyo…ba）の」というのは、世尊阿閦（mi…bskyod…pa）の羯磨印であって、そ

れを結ぶことによって動揺はなくなり（mi g-yo ba）、混乱はなくなる。

世尊宝生の印を結ぶことによって、他を利益し、他の者たちに随持するという

摂益がそこにあることによるならば、「他を摂取するもの」であって、そのように

なるのである。

「正法輪の印を［結べば］、法輪を転ずるであろう」というのは、世尊無量光の

印を結ぶならば、法を示すことによって有情利益をなすものとなるのである。

「無畏」云々というのについて、無畏を施すことの最勝であることによって、「無
畏最勝」であり、世尊不空成就［の印］である。その印によって無畏を与えるの

である。

［以下］金剛薩埵等は了解しやすい。所化の者を称賛する利益を説くのである。

釈友 （P 145b5~, D 124a4~）

世尊阿閦の羯磨印であることによるならば、「阿閦の」であって、それを結ぶこ

とによって「意は不動となる」といわれる。一切の障碍や毘那夜伽によって［迫

められても］、真言者の意は不動となるという意味である。

「宝生の印によって」というのは、信などの功徳の宝など、それより生じるなら

ば、「宝生」であって、宝生如来である。その世尊の羯磨印が「宝生の印」であ

って、それを結ぶならば、「他を接取する者となる」といわれる。他の者たちを摂

受できることによるならば、他を接取（phan: hita）するであって、他の利益（don: 

artha）をなすという意味である。

正義などの法があることによるならば、「正法」であって、それを所化たちの相

続に入れるという義によるならば、「輪」と説くのである。その印を結ぶならば、「法
輪を転じるであろう」といわれる。（P 146a）正法を示すことによって、一切の有

情を摂益出来ることとなるという意味である。

無畏を施す最勝であることによるならば、「無畏最勝」であって、世尊不空成就

の（D 124b）印である。真言者がそれを結べば、「速やかに一切の有情に無畏を与
える」というのであって、速やかに畏れを除くことが出来るであろうという意味
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である。

H293… 16）… 金剛の威勢（慢印）を堅固になして、金剛薩埵の楽を得べし。（薩）

  金剛鉤［印］をもって、刹那に一切の如来たちを鉤召すべし。（王）

 17） 金剛の箭［印］をもって、自ら金剛の妻 1 をも愛染すべし。（愛）

  金剛喜［の印によって］、一切の勝者は喝采を与える。（喜）

【訳註】1「金剛の妻」サンスクリットは vajrabhåryå、チベットは rdo…rje…yi…lha…mo（金

剛天女）とある。

【以下、慶喜蔵はH299まで、註なし】

釈友 （P 146a2~, D 124b1~）

「金剛慢を堅固になして」というのについて、「金剛慢」とは、世尊金剛薩埵の

羯磨印である。それを結ぶならば、真言者は自身の安楽を獲得するものとなると

いう意味である。

「金剛鉤の印」とは、金剛王の［羯磨］印である。「刹那に」というのは、速や

かに鉤召するであろうという意味である。誰をかとならば、「一切の如来」と説く

のであって、仏・菩薩たちである。「鉤召」というのは迎請することである。

「金剛箭によって」というのは、金剛愛の羯磨印である。その勤習によって「金
剛天女をも」というのであって、金剛薩埵の三昧耶印である。それもまた愛楽せ

しめるであろう。「自らなす」というのは真言者が、である。

「金剛喜」とは、金剛善哉の羯磨印である。それを真言者が相を具して結ぶなら

ば、「一切の勝者」というのであって、「一切如来は善いかなという言葉（喝采）を
与える」ことをなすのである。

H294… 18）… 大金剛の宝［印］を結べば、彼は天人師（諸仏）によって灌頂される。（宝）

… … 金剛日［の印］を結べば、金剛日に等しいものとなる。（光）

… 19）… 金剛幢を建てれば、彼は宝雨をあめふらす。（幢）
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  金剛笑［の印］を結べば、速やかに諸仏と同様に笑う。（笑）

釈友 （P 146a7~, D 124b5~）

「大金剛宝」とは、世尊金剛宝の羯磨印である。それを「結ぶならば、諸師によって」

というのは、一切の如来によってである。「彼」というのは真言者である。「灌頂」

というのは、灌頂を授けることによって供養するであろうという意味である。

「金剛日」とは、（P 146b）世尊金剛光の羯磨印である。それを結ぶならば、真

言者はそのものと似たものになるであろう。

「金剛幢」とは、世尊宝吉祥の羯磨印である。「建てることによって」というのは、そ

れを結ぶことによってである。「彼」というのは真言者である。「宝雨をもあめふ
らす」というのは、一切有情の希求する義利の悉地であって、それをあめふらす

という意味である。

「金剛笑」とは、世尊金剛笑の羯磨印である。（D 125a）「結べば」というのは、結

ぶことをなすことである。「仏と同様に速やかに笑う」というのは、仏・世尊たち

が、笑みをお見せになることによって、有情たちの義利をなすことと同様に、か

の真言者は印を結ぶことによって、笑みの自性によって、有情たちの義利をなす

のであるという意味である。

H295… 20） 金剛開花［の印］を結べば、彼は金剛法を見る。（法）

  金剛鞘［の印］を堅く結べば、彼は一切の苦を断つ。（利）

… 21）… 金剛輪［の印］を結べば、法輪を転ず。（因）

  金剛誦［の印］より、一切の仏語を成就す。（語）

釈友 （P 146b5~, D 125a2~）

「金剛花」とは、世尊世自在の羯磨印である。それを結ぶことによって「金剛法
を彼は見る」というのであって、世自在を彼は見るであろう。　

「金剛剣」とは、世尊文殊妙音の羯磨印である。それを結ぶならば、「彼は一切
の苦を断じる」というのであって、一切有情の衆輪の一切の苦を断じるであろう
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という意味である。

「金剛輪」とは、世尊金剛因の羯磨印である。真言者がそれを結ぶならば、「法
輪を転ずるであろう」というのであって、大法師たることを得るであろうという

意味である。

「一切の仏の言葉などを金剛誦によって成就するであろう」というのについ

て、「金剛誦」とは、世尊金剛語の羯磨印であって、それを結ぶならば、一切の仏

の（P 147a）言葉などを成就して現前するという意味である。

H296 22） 金剛舞［印］の供養最勝によれば、諸仏をも欲しいままにす。（業）

  身に金剛甲胄を纏えば、金剛堅実性を獲得する。（護）

… 23）… 金剛牙［の印］を結べば、金剛たちをも自ら破壊す。（牙）

  金剛拳［印］をもって一切を奪うべし。また印の悉地を得るべし。（拳）

釈友 （P 147a1~, D 125a5~）

「金剛舞の供養によって」というのは、金剛業の［羯磨］印である。真言者がそ

れを結ぶならば、「仏をも自在となる」というのは、仏・世尊も自在となることで

あって、有情たちの義利のために行ずる舞の印、それによって仏・世尊も歓喜す

るであろうという意味である。

「金剛甲冑によって身を結んで」というのは、金剛甲冑の羯磨印である。それを

結ぶならば、「金剛堅実を獲得するであろう」というのであって、不壊の身となる

であろうという意味である。

「金剛牙を結ぶことによって」というのは、世尊金剛薬叉の羯磨（D 125b）印で

ある。それを結ぶならば、障礙や毘那夜伽をただ畏れさせるだけでなく、「金剛そ
のものをも私は能伏す」というのであって、金剛手をも畏れさせるという意味で

ある。

「金剛拳は一切を奪って」というのは、金剛拳の羯磨印である。［それを］結ぶ

ならば、一切の義利を呼び寄せるであろうといいう意味である。「一切の印の悉地
をも獲得する」というのは、これを結ぶことによって、身語心金剛を一つになす
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ことによって、一切の印を成就するであろうという意味である。

　
H297 24）… 金剛嬉［印］は喜悦を与う。（嬉）

  金剛鬘［印］は妙色身を［与う］。（鬘）

  金剛歌［印］は妙歌を［与う］。（歌）

  金剛舞［印］は踊らせる。（舞）

… 25）… 焼香［印］は意悦澤を［与う］。（香）

  華［印］によって荘厳す。（華）

  燈供養は大光輝を［与う］。（燈）

  金剛塗香［印］は妙香を［与う］。（塗）

釈友 （P 147a6~, D 125b2~）

金剛嬉女の羯磨印を結ぶことによって、歓喜を与えるのであって、［身体の］安

楽と意の安楽を与えるという意味である。

金剛慢の羯磨印は美しい姿を与えるのである。

金剛歌の羯磨印は歌を讃じるのであって、美妙な音声を与えるという意味である。

金剛舞の羯磨印は一切有情を自在になすのである。

香天女の羯磨印は意を適悦させることであって、意の歓喜を与える（P 147b）

という意味である。

金剛花の羯磨印は一切の装飾を与えるのであり、一切の装飾で飾ったその上に

花の鬘を施設することによるならば、装飾の最勝は花鬘である。

灯火の供養女の羯磨印は大光輝であって、身等に光明を与えるという意味であ

る。

金剛塗香の羯磨印は塗香を具すということで、如来の戒の塗香を獲得するであ

ろうという意味である。

H298… 26）… 金剛鉤［印］をもって鉤召すべし。（鉤）

  金剛索［印］をもって引入すべし。（索）
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  金剛鎖［印］をもって縛すべし。（鎖）

  金剛鈴［印］をもって揺動すべし。（鈴）

釈友 （P 147b3~, D 125b6~）

金剛王の羯磨印の事業は、仏や菩薩たちを、他の仏国土の世界から奉請するこ

とであり、金剛鉤の羯磨印の事業の主たることは、曼荼羅の門に向かって坐して

いるのものを招くことである。

金剛索の羯磨印の事業は、［曼荼羅の］門に向かって坐しているものたちをそれ

ぞれの門から入れることである。

金剛鎖の羯磨印の事業は、入り終わった（D 126a）ものたちを自分の場所から

動かないように縛ることである。

金剛遍入の羯磨印の事業は、引いて遍入することである。

「心呪を授けて四印の智を教示すべきである」（H250）と説かれていることか

ら、四印の儀則を説き終わったのである。
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