
中

有

と

追

善

宮

澤

賢
治

「
ひ
か

り

の
素

足

」
論

・

工
　
　
藤
　
　
哲
　
　
夫

(以

下

の
注

の
記
号

・
番

号

の
内
、

ア

ル

フ
ァ
ベ

ッ
ト

は
内
容

に
関
す

る
補

注
、

ア
ラ

ビ
ア
数

字

は
出
典

注
を

表

わ
す
。
)

一　

「
う
す

あ

か

り

の
国
」

1
　
地
獄
か
餓
鬼
か

中有 と追善

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(1
)

　

「
「
ひ

か

り

の
素

足

」
は

地

獄

に
仏

の
物

語

で
あ

る
」

(
・
点

工
藤
、

以
下
同

様

)
。

伊

藤

雅

子

は
、

論

文

「
光

の
す

あ

し

は

誰

か

」
の
冒

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(a
)

頭

に

こ
う

記

し

た

。

「
う

す

あ

か

り

の
国

」

が

地

獄

で
あ

る

と

い
う

見

解

は

、

通

説

で
あ

る

と

言

っ
て

よ

か

ろ

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(3
)

　

と

こ

ろ

が
、

「う

す

あ

か

り

の
国

」
が

地

獄

だ

と
す

る

と

、

次

の
よ

う

な

疑

問

が

生

ず

る
。

「
な

ん

に

も

悪

い
こ

と

が

な

い
」

(11

何
も

悪

い
こ
と
を

し

て

い
な

い
)

よ

う

に

思

わ

れ

る

一
郎

と
楢

夫

が
、

何

故

に

地

獄

に

堕

ち

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

の

か
。

成

程

、

鬼

が

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(b
)

「
罪

は

こ

ん

ど

ば

か

り

で

は

な

い
そ

」
、

「
み

ん

な

き

さ

ま

た

ち

の
出

か

し

た

こ

っ
た

」

と

、

理
由

を

説

明

し

て

は

い

る
。

し

か

し

、

鬼

1



は
、

一
般
論
を
述
べ
た
だ
け
で
あ

っ
て
、

一
郎
達
の
過
去
世
の
罪
状
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
は
い
な
い
。
も
し
作
者
が
、
「人
は
今
生
で

何
も
悪

い
こ
と
を
し
て
い
な
く
て
も
過
去
世
の
罪
で
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
な
ら
、

一
郎
達

の

過
去
世

の
罪
状
を
縷
述
し
た
筈
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
、
鬼

の
言
葉
は
、
〈
過
去
世
の
罪
の
報

い
〉
〈
自
業
自
得
〉
と

い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
こ
こ
が
地
獄
で
あ
る
と

い
う
証
拠
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
西
山
令
子
は
、
次
の
よ
う
に
、
「う
す
あ
か
り
の
国
」
が
地
獄
で
あ
る
と

い
う
証
拠
を
挙
げ
た
。

　

そ

の
地

獄

の
様
相

は

日
蓮

の
地
獄
観

と
重

な

る
点

が
多

い
。

「
顕

誘
法

紗
」
の

「第

一
等

活
地

獄
者

…

…
獄
卒

…

…
頭
よ

り

足

に

い
た

る
ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ
マ　
　　
　
　
　
　　
　
マ
マ

で
皆

打
く

だ
く
。

身

体
く

だ
け

て
沙

の
ご
と

し
。

或
は

利
刀
を

も

て
分
分

に
肉

を
さ

く
。

然

ど
も
又

よ

み
が

へ
り
よ

み

が

へ
り
す

る
な

り
。

…

…
第
四

叫
喚
地

獄
者

…

…
獄
卒

悪
声

出

で
…

…
熱

鉄

の
地
を

は

し
ら
し

む
。

…
…

第
八

に
阿
鼻

地

獄
者

…
…

此

の
地
獄

の
香

の
く

さ

・
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(7
)

人

か
ぐ
な

ら
ば
、

四

天
下
欲

界
六

天
人

皆
し

し
な

ん
。
」

が

そ
れ

で
あ

る
。

[後

略
]　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
マ
マ
は

西
山

)

　

「
そ

の
地

獄

の
様

相

は

日
蓮

の
地

獄

観

と

重

な

る

点

が
多

い
」
と

い
う

の

は
本

当

だ

ろ

う

か
。

「
鬼

の
む

ち

が

そ

の
小

さ

な

か

ら

だ

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(8
)

切

る

や

う

に

落

ち

ま

し

た

」
と

は

書

か
れ

て

い
る

。

し

か

し

、

「
獄

卒

」

(
は
鬼

の
こ
と
と

し

て
も

よ

か
ろ
う

が

)
が

「
頭

よ

り

足

に

い
た

る

ま

で

皆

打

く

だ

」
き

、

そ

の

結

果

「
身

体

く

だ

け

て

沙

の

ご

と
」

く

な

る

と

い
う

場

面

は

な

い
。

「
利

刀

を

も

て

分

分

に
肉

を

さ

く

」
と

い
う

の

は
、

「
闇

の
中

の

い
き

も

の
」

が

「
刀

の

刃

の

や
う

に

鋭

い
髪

の
毛

で

か
ら

だ

を

覆

は

れ

て

ゐ

」

て

「
一
寸

で

も

動

け

ば

す

ぐ

か

　

　

　

　

(9
)

ら

だ

を

切

る

」
と

い
う

叙

述

と

わ

ず

か

に
似

て

い
な

く

も

な

い
が

、

「
利

刀

」
を

揮

う

の

は

や

は

り

「
獄

卒

」

で
あ

る
点

、

及

び

「
又

よ

み

が

へ
り

よ

み

が

へ
り

す

る
」

描

写

の
な

い
点

に

於

て

異

な

っ
て

い
る

。

「
獄

卒

」

が

「
熱

鉄

の
地

を

は

し

ら

し

む
」

と

い
う

場

面

は

全

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(10
V

く

な

い
。

な

い
け

れ

ど

、

「
地

面

」

が

「
小

さ

な

璃

璃

の
か

け

ら

の

や
う

な

も

の

で

で

き

て

ゐ

て

行

く

も

の

の

足

を

切

る
」
と

い
う

叙

述

と
似

て

い

る

で

は

な

い
か

、

と

い
う

意

見

が
あ

る

か
も

知

れ

な

い
。

似

て

い
る
。

が

、

違

う

。

こ

の

「
違

う

」

と

い
う

点

を

重

視

し

た

2



中有と追善

い
。
「く
さ
」

い

「香
」
の
記
述
も
全
く
な

い
。

　

「
「違
う
」
と

い
う
点
を
重
視
し
た
い
」
と
い
う
の
は
恣
意
的
で
は
な

い
か
と

い
う
批
判

(が
起
こ
り
得
よ
う
か
ら
そ
れ
)
に
対
し
て

は
、
同
じ

「顯
誘
法
紗
」
よ
り
地
獄
の
有
様
の
、
西
山
令
子
の
省
略
し
て
い
た
箇
所
を
も
含
め
た
引
用
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
応
え
た

い

。

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

さ
い
と
う

[前

略
]

第

一
.
等
活

地
獄

ト
者

此
閻

浮
提

の
地

の
下

一
千
由

旬

に
あ

り
。
此

地
獄

は
縦
廣

齊

等

に
し

て

一
萬
由

旬

な
り

。
此

中

の
罪
人

は
た

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
く
ろ
が
ね

が

い
に
害

心
を

い
だ
く

。

若
た
ま

た
ま

相
見

れ

ば
犬
と

獲
と

の
あ

俊

る
が

ご
と
し

。
各

鐵

の
爪
を
も

て
互

に

つ
か

み
さ
く

。
血

肉
既

に
壷

ぬ

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

い
さ
ご

れ
ば

唯
骨

の
み
あ

り
。

或

は
獄
卒

手

に
鐵
杖

を
取

て
頭

よ

り
足

に

い
た

る
ま

で
皆

打
く

だ
く
。

身
禮

く

だ
け

て
沙

の
ご

と
し
。

或

は
利

刀
を

も

て
分
分

に
肉
を

さ
く

。

然
.
ど

も
又

よ

み
が

へ
り
よ

み

が

へ
り
す

る

な
り
。

此
地

獄

の
壽
命

ハ
人

間

の
書

夜

五
十
年

を
も

て
第

一
四
王

天

の

一
日

一
夜

と
し

て
四

王
天

の
天
人

の
壽

命

五
百

歳

釦
。
四
王

天

の
五
百

歳
を
此

等

活
地
獄

の

一
日

一
夜

と
し

て
其
壽

命
五

百
歳

な

り
。
[中

略
]

第

二
に
黒

縄
地

獄
ト
者

等
活

地
獄

の
下

に
あ

り
縦

廣

は
等

活

地
獄

の
如

し
。

獄
卒

罪
人
を

と

ら
俊

て
熟
鐵

の
地

に
ふ
せ

(伏
V
て
熟
鐵

の
縄
を

も

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

の
こ
き
り

て
身

に
す

み
う

て
。
熟

鐵

の
斧
を

も

て
縄

に
随

て
き
り

さ
き

け

つ
る
。
又

鋸

を
以

て

ひ
く
。
又
左

右

に
大

な

る
鐵

の
山
あ

り
。
山

の
上

に
鐵

は
た
ほ
こ

の
瞳
を

立

て
鐵

の
縄
を

は

り
。
罪

人

に
鐵

の
山
を

を

・
せ

て
縄

の
上
よ

り
わ

た
す

縄
よ

り
落

ち

て
く

だ

け
。
或

は
鐵

の
か
な
弛

(鐘
)
に
堕

。
入
.

て

に
(煮
)ら

る
。

此
苦

は
上

の
等

活
地

獄

の
苦
よ

り
も

十
倍

な

り
。

[中

略

]
第

三

に
衆

合

地
獄
ト
者

黒
縄

地

獄

の
下

に
あ

り

縦
廣

は

上

の
如

し
。
多

,
の
鐵

の
山
二

つ
づ

・
に
相

向

へ
り
。
牛

頭
馬

頭
等

の
獄

卒
手

に
棒

を
取

て
罪

人
を
駈

て
山

の
間

に
入

.し

む
。
此

の
時

爾

の
山
迫

リ
來

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

し
た

て
合

せ
押
す

。
身

髄
く

だ

け

て
血

流

.
て
地

に

み

つ
。

又
種

種

の
苦
あ

り
。

[
中
略

]
第

四

。
叫
喚

地
獄
ト
者

衆
合

の
下

に
あ
り
縦

廣

同
"
前

.
。

　

　
あ
ら
き
こ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

獄
卒
悪

聲

出
シ
て
弓
箭

を
も

て
罪

人
を

い
る
。
又
鐵

の
捧

を
以

て
頭

を
打

て
熟

鐵

の
地
を

は
し

ら

(走
Vし

む
。
或

は

熱
鐵

の

い
り

だ
な

(煎
架
)
に

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

あ
け

う

ち

か

へ
し
う
ち

か

へ
し
此

罪
人

を
あ

ぶ

る
。
或

は

口
を
開

て
わ

け
る

銅

の
ゆ

(湯
)
を

入
ル
れ

ば
五

臓
や

け

て
下
よ

り
直

に
出

.
。

[中

略
]

第

3



五
.
大

叫
喚

地
獄
ト
者
叫

喚

の
下

に
あ

り
縦

廣
前

に
同

し
。

其
苦

の
相

ハ
上

の
四

の
地
獄

の
諸

.
苦

二
十
倍

し

て
重
く

こ
れ
を
う

く
。

[中

略
]

第

六
.
焦

熟
地

獄
ト
者

大
叫

喚
地

獄

の
下

に
あ

り
縦

廣
前

に
を

な

じ
。
此

地
獄

に
種

種

の
苦

あ

り
。
若

此
地

獄

の
豆
計
ゆ
の
火

を
閻

浮
提

に
を

け

(置
)

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

や
は
ら
か

ら
ん

に

】
時

に
や

け
壷

な

ん
。
況
。
罪
人

の
身

の
栗

な
る

こ
と

わ
た

の
ご

と
く
な

る
を

や
。
此
地

獄

の
人

は
前

の
五
.
の
地
獄

の
火

を
見

ル
事

雪

の
如
し

。
磐

へ
ば

人
間

の
火

の
薪

の
火
よ

り
も

鐵
銅

の
火

の
熟

キ
が
如

し
。

[中

略
]
第

七

に
大
焦

熟
地

獄
ト
者
焦

熱

の
下

に
あ

り
縦

廣
前

の
如

し
。
前

の
六
.
の
地
獄

の

一
切

の
諸

苦

一一十
倍

し

て
重

く
受

る
な

り
。

[中

略
]
第

八

に
大
阿
鼻

地

獄
ト
者

又

は
無
間

地

獄
と
申

.
な

り
。
欲

界

の

　

ママ

い
と
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と

最
底
大

焦
熟

地
獄

の
下

に
あ

り
。

此
地
獄

は
縦

廣

八
萬
由
旬

な

り
外

に
七

重

の
鐵

の
城

あ

り
。
地

獄

の
極
苦

ハ
且
ク
略

以
之
.
。

前

の
七
大

地

獄

拉

に
別

威

の

一
切

の
諸

苦
を

以

て

一
分

と
し

て
。
大

阿
鼻

地
獄

の
苦

一
千

倍
勝

れ
た

り
。

此
地

獄

の
罪
人

ハ
大
焦

熟
地

獄

の
罪
人

を
見

ル
事

佗

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
ゆ
つ
せ
ん
も
つ
せ
ん

化

自
在

天

の
樂
、
の
如

し
。
此

地
獄

の
香

の
く

さ

・
を
人

か
ぐ

(嗅
)な

ら
ば

四
天

下
欲

界
六

天

の
天
人
皆

し

し
な

ん
。
さ
れ

ど
も

出

山

没
山

と

　

　

　

　

　
　

　

　

い
き

申

。
山

此
地

獄

の
臭

き
氣

を
を

さ

へ
て
人

間

へ
來

ら

せ
ざ

る
な

り
。
故

に
此

世
界

の
者

死

せ
ず
と

見

へ
ぬ
。
若
佛

此
地

獄

の
苦
を

具

に
説
せ
給

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

(11
)

は
ば
人

聴

て
血
を

は

い
て
死
す

べ
き
故

に
。
く

わ

し
く
佛

説
キ
給

は
ず

と

み

へ
た
り
。

[後

略
]

　
こ
う
見
て
来
る
な
ら
ば
、
「そ
の
地
獄
の
様
相
は
日
蓮

の
地
獄
観
と
重
な
る
点
が
多
い
」
ど
こ
ろ
か
、
相
違
点
の
方
が
多

い
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
が
相
違
し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
日
蓮
の
述

べ
て
い
る

「地
獄
の
様
相
」
は
、
(「壽
命
」
の
長
さ
と
い
う

要
素
も
含
め
て
V
そ
の
凄
ま
じ
さ
の
点
に
於
て
、
「う
す
あ
か
り
の
国
」
の
苛
酷
さ
の
比
で
は
な

い
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
「う
す
あ

か
り
の
国
」
は
、
地
獄
で
は
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

「宮
沢
賢
治
が
こ
こ
を
地
獄
と
呼
ば
ず
に
敢
え
て

「う
す
あ
か
り
の
国
」
と
称
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
時
、
筆
者
は
こ
の
国
を
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(12
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(c
)

界
と
し
て
の
餓
鬼
界
に
比
定
し
た
い
と
考
え
る
」
と
い
う
新
見
を
打
出
し
た
の
が
五
十
嵐
茂
雄
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
論
部
分
は
次

の
通

り
で
あ
る
。

4



中有と追善

　

　

　

こ
の
よ
う

に
考

え

て
ゆ
く

と
、

確

か
に

「
う
す
あ

か

り

の
国
」

の
描

写
は
地

獄
的

で
は
あ

る
が
、

先

に
あ

げ
た
冒

頭

の
模
糊

と

し
た
表

現
、

　

　

ま

た
目

連
伝

説

や
、
冥

界
と

い
う

原
義
を

持

ち
、

さ
ら

に

一
種

の
往

還

が
可
能

な
場

所
と

し

て

の
冥

府
た

る
餓

鬼
界

を

こ
れ

に
相
当

さ

せ
る

　

　

の
が
妥

当

の
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

言
葉
を

換

え
れ

ば
、

上
記

の
内
容

を
包

含

し
た

死
者

の
国

と
し

て

の
異

界

　
　
罪

を
背

負

っ
た
苦

の
世

界

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

(18
)

　

　

　

　

を

賢
治

は
描

い
た

と
す

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

　

五

十

嵐

茂

雄

の
述

べ

て

い
る

限

り

に
於

て

、

そ

の
説

は

、

妥

当

性

を

有

す

る

よ

う

に

見

え

る
点

が

な

い
わ

け

で

は

な

い
。

し

か

し

、

述

べ
て

い
な

い
点

に

つ

い
て

は

ど

う

で

あ

ろ

う

。

「
述

べ

て

い
な

い
点

」

と

は

何

か

と

言

え

ば

、

「
餓

鬼

界

」

の

「
様

相

」
、

こ

れ

で
あ

る
。

「
餓

鬼

界

」

の

「
様

相

」

の
内

、

「
一
種

の
往

還

が

可
能

な

場

所

」

で

あ

る

と

い
う

点

以

外

の
点

に

於

て
も

、

「
う

す

あ

か

り

の
国

」

と

一
致

し

て

い
る

で

あ

ろ
う

か

。

　

五

十

嵐

茂

雄

が

言

及

し

て

い
る

「
目

連

伝

説

」

に

つ

い

て
、

日
蓮

が

「
孟

蘭

盆

御

書

」

の
中

で

、

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る

(な

お
、

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

(19
)

「
孟
蘭

盆
御

書
」
と

は
、

「
摂
折
御

文
/

僧
俗

御
判

」
に
於

て
、
賢

治

が
そ

の

一
節

を
引

用
し

て

い
る
遺
文

で
あ
る

か
ら

、
全

体
を
読

ん

だ
可
能

性

も

高

い
で
あ

ろ
う

)
。

　

　

う
　
ら
ぼ
ん

　

　

孟
蘭

盆
と

申
.
候

事

は
佛

の
御
弟

子

の
中

に
目
連

尊
者

と
申

.
て
。
舎
利

弗

に
な
ら

び

て
智

慧
第

一
紳

通
第

一
と
申

.
て
。
須
彌

山

に
日
月

の
な

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

き
つ
せ
ん
し
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
や
う
だ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
が

　

　

ら

び
大

王

に
左

右

の
臣

の
ご
と
く

に
を

は

せ
し
人

な

り
。
此

の
人

の
父

を
ば

吉
徴

師
子

と
申

シ
母
を

ば
青

提
女

と

申
.
。
其
母

の
樫

負

の
科

に

　

　

よ

て
餓

鬼

道

に
堕

チ
て
候

し
を
目

連
尊

者

の
す
く

い
給

.
よ

り
事
を

こ
り
て
候

。
其

因
縁

は
母

は
餓
鬼

道

に
堕
チ
て
な

げ
き

候

け
れ
ど

も
目

連
は

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

し
　
　　
　
　
　　
だ

　

　

凡
夫

な
れ

ば
知

ル
こ
と

な

し
。

幼

少

に
し

て
外

道

の
家

に
入

り
四

ゐ

(章
)陀

十
八
大

経

と
申
す

外

道

の

一
切
経

を
な

ら

い
つ
く

せ
ど

も
。

い
ま

　

　

だ
其

母

の
生
所

を
し

ら
ず
。
其
後

十

三

の
と

し
舎

利
弗

と
と

も

に
繹
迦

佛

二
ま

い
り

て
御

弟

子
と
な

り
。
見
惑

を
だ

ん

(断
)じ

て
初
果

.
聖

人
と

5



な
り
修

惑

を
断

じ

て
阿
羅
漢

と

な
り

て
三

明
を
ろ

な

へ
六
通

を

へ
(得
)給

へ
り
。

天
眼
を

ひ
ら

い
て
三
千

大
千

世
界

を
明

鏡

の
か
げ

(影
)
の
ご

と
く
御

ら

む
あ

り
し

か
ば
。

大
地

を

み
と

を

(見
透
)
し

三
悪

道
を

見

る
事

泳

の
下

に
候

魚

を
朝

日

に
む

か

い
て
我

等

が

と
を

し

み
る

が

ご
と

し
。
其
中

に
餓

鬼

道
と
申

ス
と

こ
ろ

に
我

が
母
あ

り
。

　

　
　

　

く
ろ
ふ

の
む
事

な
し
食

こ
と
な

し
。
皮

は
き

ん
て
う

(金
鳥
)を

む
し

(雀
)れ

る
が

ご
と
く

骨

は
ま

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

か
ふ
ぺ

ろ
き

石
を

な
ら

べ
た

る

が
ご
と

し
。
頭

は
ま

り

(毬
)
の
ご
と
く

頸

は

い
と
(墜

の
ご
と
し

腹

は
大

海

の
ご
と
し
。

口
を
は
り
手
を
合
せ
て
物
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

せ
ん
じ
や
う

こ

へ
(乞
)
る

形

は

う

へ
た

る

ひ

る

(餓
蛭
)
の
人

の

か

(香
)を

か

げ

る

が

ご

と

し

。

先

生

の

子

を

み

て
な

か

(泣
)ん

と

す

る

す

が

た

う

へ
た

る

か

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ゅ　
　
　
ぎ
や
う
し
ゆ
ん
く
わ
ん

ち

た

と

へ
を

と

る

に
及

ば

ず

。

い

か

ん

が

か

な

し

か

り

け

ん

。
法

勝

寺

の
修

(塾

行

舜

観

(俊
寛
)
が

い
わ

う

(硫
黄
)
の
嶋

に
な

が

さ

れ

て

。
は

だ

か

(躰
)
に

て

か

み

(髪
)く

び

つ
き

(頸
付
)
に
う

ち

を

い
。

や

せ

(痩
)
を

と

ろ

へ
て

海

へ
ん

に

や

す

ら

(憩
)
い

て

も

く

づ

(藻
屑
)
を

と

り

て

こ

し

(
腰
)

　

　

　

　

　

ひ
と
つ　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
も
と

に

ま

き

。
魚

を

一
み

つ
け

て
右

の

手

に

と

り

口

に

か

み

(咬
)け

る

時

。

本

つ
か

い

在

)
し

わ

ら

わ

(憧
)
の
た

ず

ね

ゆ
き

て

見

し

時

と

。

目

連

尊
者

が

母

を

見

し

と

い

つ

れ

か

を

う

か

(疎
)
な

る

べ
き

。
か

れ

は

い
ま

す

こ

し

か

な

し

さ

わ

ま

さ

り

け

ん

。
目

連

箪

者

は

あ

ま

り

の

か

な

し

さ

に

大

碑

通
を

げ

ん

(現
)
じ
給

ひ
は

ん

(飯
)を
ま

い
ら

せ
た

り

し
か
ば

。
母

よ
ろ

こ
び

て
右

の
手

に
は

は
ん
を

に
ぎ

り
左

の
手

に

て
は

は
ん
を

か
く

(陰
)

　

　

　

　

　

　

い
れ

し

て

口

に
を

し

入

給

ヒ
し

か

ば

。

い
か

ん
が

し
た

り
け

ん
は

ん
攣

じ
て
火

と
な

り
や

が

て
も

へ
(燃
)
あ

が
り
。

と
う

し

び

(燈
心
)
を
あ

つ
め
て

火
を

つ
け

た
る

が
ご

と
く
ぱ

と
も

へ
あ

が

り
。
母

の
身

の
こ
こ

ご
こ
と

や
け
候

し
を

目

連
見
給

.
て
。
あ
ま

り
あ

わ

て
(周
章
V
さ
わ

ぎ
大
碑

通
を

現

じ
て
大

な

る
水
を

か
け
候

し

か
ば
。
其
水

た
き

ぎ

(薪
)と

な
り

て

い
よ

い
よ

母

の
身

の
や

け
候

し

事

こ
ろ

あ

は
れ

に
は
候

し

が
。
其
時

目

連

み

つ
か
ら

の
騨

通

か
な

わ
ざ

り
し

か
ば

は
し

り

(走
)か

へ
り
。

須

奥
に
佛

に
ま

い
り

て
な

げ
き

(歎
)申

せ
し

や
う

は
。

我

が
身

は
外
道

の
家

に

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

に
う
ほ

生

.
て
候
し

が
佛

の
御
弟

子

に
な

り
て
阿

羅

漢

の
身

を

へ
(得
)
て
。

三
界

の
生
を

は
な

れ

三
明
六

通

の
羅
漢

と

は
な

り
て
候

へ
ど
も
。
乳

母

の

大

苦
を
す

く

は
ん

と
し
候

に
か

へ
り

て
大

苦

に
あ

わ
せ

て
候

は
。

心
う

し
と
な

げ
き

候
し

か
ば

。
佛

け
設

。
云
,
汝

が
母

は

つ
み
ふ

か
し
汝

一

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

い
つ
れ

人

が
力

及
.
べ
か

ら
ず
。

又

何

の
人

な

り
と
も

天
神

地
騨

邪

魔

外

道

道

士

四
天
王

帝

繹

梵

王

の
力

も
及

.
べ
か
ら

ず
。

七
月

十
五

日

に
十

方

の
聖
信

を

あ

つ
め

て
百
味

を
ん

じ
き

(飲
食
)
を
と

・
の
(調
)
へ
て

母

の
く

は

(苦
)わ
す

く
う

べ
し
と

云
云
。
目
連

佛

の
仰
セ
の
ご

と
く
行

.
し

か

6



中有と追善

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
が

　

　

ば
其

母

は
餓
鬼

道

一
劫

の
苦
を

脱
れ

給
.
き

と
。

孟
蘭

盆
経

と
申

.
経

に
と

か
れ

て
候
。

其

に
よ

て
滅

後
末

代

の
人

人
は

七
月

十
五

日

に
此

法

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(20
)

　

　

を
行

.
候

な
り

。
此

は
常

の
ご
と
し
。

[後

略
]　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(　

　

線

工
藤
、

以

下
同
様

)

　

　

　

線

部

の
状

況

が
、

目

連

の
母

に

限

っ
て
起

き

た
特

殊

な

ケ

ー

ス
で

な

く

、

餓

鬼

界

の

一
般

的

特

徴

を

示

し

て

い

る

と

い
う

こ
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(d
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(22
V

は

、

説

明
す

る

迄

も

あ

る

ま

い
。

こ

の

(
母

の
如

く

)

「
常

に

儀

餓

に
苦

む

」

と

い
う

状

況

が

、

「う

す

あ

か

り

の
国

」

の
住

人
達

の
ど

こ

に
見

ら

れ

る

で
あ

ろ
う

か

。

「う

す

あ

か

り

の
国

」

は

「餓

鬼

界

」

で

は

な

い

の

で

は

な

い
か

。

　

地

獄

で

も

餓

鬼

で
も

な

い
、

第

三

の
解

釈

を

示

し

た

の

が
、

田

口

昭

典

で
あ

っ
た

。

田

口
昭

典

は

、

平

尾

隆

弘

の

「
境

界

領

域

」

説

を

紹

介

し

つ

つ
、

次

の
よ

う

に
述

べ
た

。

生 命 の連 続 一 生 と死 の繰 り返 し

《仏敦脱賭大系20巻 すずき出版より)(8)

　

　
　

　

㈲

　

平
尾
隆

弘

の

「
ひ
か

り

の
素

足
」

に

お
け

る

「
う
す

あ

か
り

の
国
」

の
位
置

に

つ

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
　

い
て
は
、

こ
の
世

と
他
界

(あ

の
世

)
の
境
界
領

域

で
あ

る
と

し
て
、

「
弟
楢

夫

は
家

出

上
京

し
た
賢

治

の

パ
ト

ス
で
あ

る
。
兄

一
郎

は
、

帰
郷
す

る

か
れ

の
出

立
意
識

で

あ

る
」

と
み

て
、
楢

夫

が
あ

の
世

に
残

り
、

一
郎

が

こ
の
世

に
戻

っ
て
き

た

の
は
、

新

た
な

出
発

の
た

め

で
あ

る

と
し

て
、
賢

治

の
家
出

上
京

と
帰

郷
と

を
関

連

づ
け
る

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

①

見

方
を

し

て

い
る
。

特

に
、

最
近
、

龍
佳

花

の

「う

す
あ

か

り

の
国

」

に

つ
い
て
は

、

「
賢
治

の
生
命

思

想
は

『
中
有

』
の
実
在

を
核

と
す

る
」
と

い
う

見
解

に
立

っ
て

「
青

森

挽
歌
論

」

を
展

開
し

て

い
る

の
が
注

目
さ
れ

、

こ
う

い
う
考

え

は

「
う

す
あ

か
り

の
国
」

に
も

適
用

で
き

る
。

　

い
う

ま

で
も
な

く

「
中
有

」

は
、
中

陰
と
も

い

い
、
人

間

が
死

ん
で
次

の
生

を
受

7



け

る
ま

で

の
間

の
こ
と

で
あ

る
。

生
を

生
有

、
死
を

死
有

と

い
い
、

生
有

と
死
有

の
間

に
位

置
し

て
、
現

世
と

冥
途

と

の
間

が
中

有

で
、
死

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(24
)

後
、

四
十

九

日
間

は
こ

こ
に
魂

が
迷

っ
て

い
る

と

い
う

。
上

図

に
こ

の
関
係

を
ま

と
め

て
み

る
。

8

　

(右

の
文

中

、

「
「
う

す

あ

か

り

の

国

」
に

つ

い
て

は

、
」
と

い
う

部

分

は
削

除

し

た

方

が

い

い
と

思

わ

れ

る

が

、

そ

れ

は

と

も

か

く

、
)

要

す

る

に
、

「
う

す

あ

か

り

の
国

」

中

有

説

で

あ

る
。

た

だ

、

田

口

昭

典

の
記

述

の
中

に

は

、

○

　
吹
雪

の
峠

で
遭

難
し

た

二
人

の
兄
弟

が
地

獄
を

さ
ま
よ

い
、
鬼

に

い
た

め

つ
け
ら

れ

て

い
る

と
き
、

如
来

が
や

っ
て
き

て
救
わ

れ
、

弟
を

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
(25
)

　
最

後
ま

で
や

さ
し
く

か

ば

い

つ
づ
け
た
功

徳

に
よ

っ
て
、

兄

は
こ

の
世

に
生
き

還
り

、
弟

は
そ

の
ま
ま

留

め
お

か
れ

る
。

○
　

兄
弟

は
う

す
あ

か
り

の
国

で
目
覚

め

る
。
作

者
賢

治

の
意
識

の
う

ち

に
、
う
す

あ

か
り

の
国

と
は
生

と

死

の
中

間
、

無

明

の
世

界

で
あ

り

、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

⑧

　
薄

明

の
世
界

で
あ

る
。

そ

こ
に
は
凄

惨

な
地

獄
図

が
展

開
さ

れ
る
。

賢
治

が
幼

い
こ
ろ
見

た
と

い
う
地

獄
絵

の
反

映

で
あ

ろ
う

か
。

日
蓮

宗

　

に
帰
依

す

る
以
前

の
浄

土
真
宗

の
影

響

と

み
て
よ

い
で
あ

ろ
う

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

ほう
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
と
う
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
よ
う

　
　

審

の
河
原

と
お

ぼ
し

き
と

こ
ろ

や
、
鋒

刃
副

地

獄

の
刀

刃
路

(
刃
を
上
に
し
た
剣
が
並
ぶ
道
を
歩
か
さ
れ
る
)
や

、
剣
葉

林

(風
の
吹
く
た
び
に
木
の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

て
つ　し

　
葉
が
落
ち
て
く
る
よ
う
に
剣
の
刃
が
落
ち
て
き
て
手
足
を
切
る
)
、

鉄
刺

林

(剣
の
刃
が
密
生
し
て
い
る
大
樹
)
な

ど

が
、

こ
れ

で
も

か

こ
れ
で
も

か
と

出

て

　

(26
)

　
く

る
。
　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

(○

は
工
藤

)

と

い
う
よ
う
に
、
地
獄
説
の
尻
尾
を
引
き
摺

っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
、
前
出
の
五
十
嵐
茂
雄
は
、
右
引
用
文
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(27
)

「賓

の
河
原
と
」
以
下
を
引

い
て
、
田
口
昭
典
を
地
獄
説
の
方
に
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(28
)

　
こ
の
混
乱
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を
推
測
し
て
み
る
な
ら
ば
　
　
先
の
、
中
有
説
を
述

べ
た
引
用
文
の
箇
所
は
、
初
出
稿

で
は
書
か

れ
て
い
な
か

っ
た
。
単
行
本
化
に
当

っ
て
、

(田
口
昭
典
が
記
す
通
り
)
龍

佳
花

の
中
有
説
を
ヒ
ン
ト
に
、
そ
れ
を

「
「う
す
あ
か
り
の



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(29
)

国

」

に
も

適

用

」

し

て
、

先

の
引

用

の
箇

所

を

「
加

筆

」

し

た

際

、

従

来

か

ら

書

い

て
あ

っ
た

地

獄

説

と

が

不

整

合

を

来

し

た

、

と

い

　

　

　

　

　

(f
)

う

こ
と

で
あ

ろ
う

。

　

私

は

、

(結

論

と

し

て

の
)
田

口
昭

典

の
中

有

説

に
賛

同

し

た

い
。

そ

し

て

、

田

口
昭

典

が

不

徹

底

で

あ

っ
た

と

こ

ろ

を

補

っ
て

、

中

有

説

に
的

を

絞

っ
て
、

よ

り

深

い
考

察

を

以

下

に
試

み

て

み

た

い
。

2
　
中
　
　
有

中有と追善

　
考
え
て
み
れ
ば
、
死
ん
で
す
ぐ
に
、
中
有
を
経
ず
に
地
獄
や
餓
鬼

(界
)
に
行
く
と
解
し
た
の
が
、
そ
も
そ
も

の
問
達
い
だ

っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

か
も
知
れ
な

い
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
死
後
先
ず
行
く
と
こ
ろ

(状
態
)
は
中
有
で
あ
る
と

い
う
の
が
、
理

の
当
然
で
あ
ろ
う

(尤
も
、

こ
れ
は
童
話
な
ん
だ
か
ら
、
杓
子
定
規
に
仏
教
思
想
を
当
て
嵌
め
る
必
要
は
あ
る
ま
い
と
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
が
)。
前
節
で
、
地
獄
や
餓
鬼
の

特
徴
的
た
る
べ
き

「様
相
」
が

「う
す
あ
か
り
の
国
」
の
そ
れ
と
合
致
し
て
い
な

い
と

い
う
理
由
で
、
地
獄

・
餓
鬼
説
を
退
け
た
。
今
、

中
有
説
に
つ
い
て

「
理
の
当
然
」
と
い
う
理
由
を
挙
げ
た
わ
け
だ
が
、
「理
の
当
然
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
中
有

の

「様
相
」
と

「う

す
あ
か
り
の
国
」
の
そ
れ
と
の
類
似
し
て
い
る
点
を
証
処
と
し
て
以
下
に
示
そ
う
。

　
が
、
そ
の
前

に
、
賢
治
が
中
有
の
有
様
に
つ
い
て
の
情
報
を
何
か
ら
得
た
の
か
を
、
確
定
し
て
お
き
た
い
。
先
に
、
日
蓮

「顕
誘
法

紗
」
に
触
れ
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
地
獄
の

「様
相
」
が
、
「う
す
あ
か
り
の
国
」
の
そ
れ
と

一
致
し
な

い
こ
と
を
示
し
た
わ
け
だ

っ
た
が
、
で
は
賢
治
は
こ
の
遺
文
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
確
実
に
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
故
分
る
か
。
斎
藤
文

一
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
賢
治
は
所
蔵
の
『日
蓮
聖
人
御
遺
文
』

(注
αD
参
照
、
但
し
初
版
)
の

「高
祖
遺
文
録
対
照
目
録
」
の
内
二
箇
所
に
○
印
を
付
け
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
二
箇
所
と
は
、
「十
王
讃
歎
紗
」

(斎
藤
文

一
は

「歎
」

9



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(32
)

の
字
を

「
難

」
と
誤

記

〔
又
は
誤

植
〕
)

と

「
顕

誘

法

紗

」

で
あ

る

。

こ

の
○

印

を

も

っ
て
、

賢

治

が

「
顕

誘

法

紗

」

を

読

ん

だ

証

処

と

見

な

し

た

い

の
で

あ

る

が
、

読

ん

だ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

そ

の
地

獄

の

「
様

相

」

を

「
う

す

あ

か

り

の
国

」

の
描

写

に
利

用

し

な

か

っ
た

の
は

何

故

か
。

い
や

、

利

用

し

た

の

で
あ

る
。

利

用

し

な

い
と

い
う

形

で

利

用

し

た

の

で
あ

る

。

つ
ま

り

、

「
顕

誘

法

砂

」
に

描

か
れ

て

い
る

よ

う

な

地

獄

の

「
様

相

」
と

「
重

な

」
ら

な

い
よ
う

に

注

意

し

て

賢

治

は
、

「
う

す

あ

か

り

の
国

」
を

描

い
た

、

と

推

測

し

た

い
の

で

あ

る

。

理
由

は

、

言

う

迄

も

な

い
。

賢

治

は

、

地

獄

で

は

な

く

中

有

の
有

様

を

書

き

た

か

っ
た

か

ら

だ
。

で

は

そ

の
中

有

に
関

す

る

情

報

を

ど

こ

か

ら

得

た

の

か
。

も

う

一
つ
の
○

印

の
付

い
て

い
る

「
十

王

讃

歎

紗

」
か

ら

で
あ

る

。

「
十

王

讃

歎

紗

」
に

は

、

ま

さ

に
中

有

の
状

景

が
縷

述

さ

れ

て

い
る

の
で

あ

る

。

大

阻

な

推

理
を

な

せ

ば

、

右

の

二

つ
の
印

は
、

賢

治

が

「
ひ

か

り

の
素

足

」

の

「
三

、

う

す

あ

か

り

の
国

」

を

書

く

為

に

用

い
た

二

つ
の
参

考

文

献

と

い
う

こ
と

を

意

味
す

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

地

獄

と

中

有

の
状

態

を

区

別

し

て

認

識

す

る

為

に
、

地

獄

に

つ
い

て
説

明

し

た

も

の

と

、

中

有

そ

の
も

の
に

つ
い

て
述

べ
た

も

の

と

二

つ
を

必

要

と

し

た

の

で

は

　

　

　

　

　

　
(h
)

な

か

っ
た

ろ
う

か

。

　

で

は

、

「
十

王

讃

歎

紗

」

と

「
う

す

あ

か

り

の
国

」

と

の
類

似

点

の
検

証

に
移

ろ

う

。

以

下

引

用

文

に
於

て

☆

は

「
十

王

讃

歎

紗

」
よ

り

、

★

は

「
ひ

か

り

の
素

足

」

よ

り

の
引

用

を

表

わ

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く
あ
ん

　

☆

[前

略

]
又

荘
嚴
論

に
命

壷

終
ル
時

ハ
見
3
大

黒
閣

↓
如
け
堕

二
深

岸

'哺。

濁
り
逝
3
廣

野
↓
無

四
有

二
件
侶

一
と
云

て
。
正

く
魂

の
去

時

は
目

に
黒
閣

を

見

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ク
ル
　
　
　
　
(35
)

　

　

て
高
き
庭

よ

り
底

へ
落

入
る

が
如
し

て

終
ル
。

さ

て
死
し

て
ゆ
く

時
唯

濁
リ
紗
紗

た
る
廣

き

野
原

に
迷

ふ
。
此

を
中
有

の
旅
と

名
也
。

[後

略
]

★
　

け
れ

ど
も

け
れ

ど
も

そ
ん
な

こ
と

は
ま

る

で
ま

る
で
夢

の
や
う

で

し
た
。

い

つ
か

つ
め
た

い
針

の
や
う

な

雪

の
こ
な
も

な

ん
だ

か
な
ま

ぬ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(36
)

　

る
く
な

り
楢
夫

も

そ
ば

に
居
な

く
な

っ
て

一
郎

は
た

ず
ひ
と
り

ぼ
ん

や
り
く

ら

い
藪

の
や
う

な
と

こ
ろ

を
あ

る

い
て
居

り
ま

し
た
。

10



中有と追善

　

一
郎

は

楢

夫

と

一
緒

に
死

ん

だ
筈

な

の

に
、

「
う

す

あ

か

り

の
国

」

で

は
、

(後

に

出

会

う

が
)

「
た

ず
ひ

と

り

」
に

な

っ
て

「
ぽ
ん

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ル
コ

り

く

ら

い
藪

の
や

う

な

と

こ

ろ
を

を

あ

る

い
て

居

」

る

。

☆

の

「
掲

り
逝

訂
廣

野

↓
無

"
有

二

伴

侶

こ

・
「
唯

濁

リ
紗

紗

た

る
廣

き

野

原

に
迷

ふ
」

と

似

て

い
な

い
か

。

「
濁

リ
」

と

い
う

こ
と

に

関

し

て

は
、

「
十

王

讃

歎

紗

」

の
別

の
箇

所

に
も

、

「
一
人

と

し

て
も

そ

は
ず

是

非

を

と
ふ
　
　
　
　

(
37
)

訪

人

も

な

し

」
・
「
所

從

一
人

も

つ
か

ず

し

て
迷

ひ
行

こ

そ

悲

し

け

れ

」
・
「
し

ら

ぬ

山

路

に

猫

り

迷

ふ
」
・
「閣

き

道

に
泣

泣

濁

り

行

」
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(38
V

「
黄

泉

の
旅

に
出

給

へ
ば

御

供

一
人

も

な

か

り

け

る

こ

そ
悲

し

け

れ

」

と

あ

り

、

中

有

に
於

け

る

状

態

の

一
つ
の
特

徴

で
あ

る

と

思

わ

れ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(39
)

　

☆

[
前
略

]
如

け
此
何

く
を

指
と

も
無

し

て
行
程

に
途
中

に
し

て
獄
卒

の
迎
を

見

る
人
も
あ

り
。

　

★

「
私
た

ち

は
ど

こ

へ
行
く

ん

で
す

か
。

ど
う

し
て

こ
ん
な

つ
ら

い
目

に
あ

ふ
ん

で
す

か
。
」
楢

夫

は
と

な
り

の
子

に
た

つ
ね
ま

し

た
。

「あ

た

　

　

し

は
知

ら
な

い
。
痛

い
。

痛

い
な

あ
。

お

っ
か
さ

ん
。
」

そ

の
子
は
ぐ

ら
ぐ

ら
頭

を

ふ

っ
て
泣
き

出
し

ま
し

た
。

　

　

「
何
を

云

っ
て
る

ん
だ
。

み
な

き
さ

ま

た
ち

の
出

か
し
た

こ

っ
た
。

ど

こ

へ
行
く

あ

て
も
あ

る
も

ん
か
。
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(40
)

　

　

　

う
し

ろ

で
鬼

が
炮

え

て
又
鞭

を
な

ら

し
ま

し
た
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ
く

　

「何
く
を
指
と
も
無
し
て
行
程
に
」
と
1

線
部
が
対
応
し
て
い
る
。
又
、
地
獄
で
も
な

い
の
に
鬼
が
出
て
来
る
こ
と
も
、
右
の
記

述
で
頷
け
る
。

☆

[
前
略

]
さ

て
も

罪
人

冥
冥

と
し

て
足

に
任

せ
て
行

程

に
。
我

の
み

此
道

に
來

ル
欺
と
畳

る

に
。

目

に
は
さ

だ
か

に
見

エ
ね
ど
も

罪

人

い
た
み

　
叫

ぷ
聲
時

時

耳

に
聞

ゆ
。

其
時

胸
さ

わ

ぎ
怖

ろ
し
き

に
又

獄
卒

の
聲

と
畳

し
き
も

聞

ゆ
。

こ
は
如

何

せ
ん
と

思

ふ
威

に
程

も

な
く

羅
刹

の
形

11



　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ま
の
あ
た

を

見

る
。
今

ま

で
は
僅

か

に
名
を

こ
そ
聞

つ
る

に
今

親

り
此
を

見

る
怖
し

さ
云

計
な

し
。
其

後

は
前

後

に

付
そ

ひ
息
を

も
く

れ
ず

責

か
く

れ

　

　

　

(41
)

ば
。

[後

略
]

12

 

★

[前
略

]

そ
れ

で
も

い
つ
か

一
郎

は
は

じ
め

に
め

ざ
し

た
う
す

あ

か
る

い
処

に
来

て
は
居

ま
し

た
。

け
れ

ど
も

そ

こ
は
決

し
て

い

・
処

で
は

　
あ

り
ま

せ

ん
で

し
た
。

却

っ
て

一
郎

は

か
ら

だ
中
凍

っ
た
や
う

に
立

ち
す

く

ん
で
し

ま

ひ
ま
し

た
。
す

ぐ

眼

の
前

は

谷

の
や
う

に
な

っ
た
窪

　
地

で

し
た

が
そ

の
中
を

左

か
ら
右

の
方

へ
何

と
も

い

へ
ず

い
た
ま

し

い
な

り
を

し
た

子
供

ら

が
ぞ
ろ

ぞ
ろ
追

は

れ

て
行

く

の
で
し

た
。

わ

つ

　

か
ば

か
り

の
灰

い
ろ

の
き
れ

を
か

ら
だ

に

つ
け
た

子
も
あ

れ
ば

小
さ

な

マ
ン
ト

ば
か

り
は

だ
か

に
着
た

子
も

あ

り
ま
し

た
。
清

せ
て
青

ざ
め

　

て
眼
ば

か
り

大
き

な
子

、
髪

の
緒

い
小

さ
な

子
骨

の
立

っ
た
小

さ
な

膝
を

曲
げ

る
や
う

に
し

て
走

っ
て
行
く

子
、

み

ん
な

か
ら
だ

を
前

に
ま

　
げ

て

お
ど
お

ど
何

か
を

恐
れ

横
を

見
る

ひ
ま
も

な
く

た

ゴ
ふ

か
く

た
め
息

を

つ
い
た

り
声
を

立

て
な

い
で
泣

い
た
り
、

ぞ

ろ
ぞ

ろ
追

は
れ
る

　

や
う

に
走

っ
て
行

く

の
で
し

た
。

み
ん

な

一
郎

の
や
う

に
足

が
傷

い
て

ゐ
た

の
で
す
。

そ
し

て
本

た
う

に
恐
ろ

し

い
こ
と

は
そ

の
子
供

ら

の

　
間

を
顔

の
ま

っ
赤

な
大

き
な

人

の
か
た

ち

の
も

の
が
灰

い
ろ

の
棘

の
ぎ

ざ
ぎ

ざ
生
え

た
鎧
を

着

て
、
髪

な

ど
は

ま
る

で
火

が
燃
え

て

ゐ
る
や

　
う

、
た

ゴ
れ

た
や

う
な
赤

い
眼
を

し
て
太

い
鞭

を
振

り
な

が
ら

歩

い
て
行

く

の
で
し

た
。

そ

の
足

が
地

面

に
あ

た
る
と

き

は
地
面

は

が
り

が

　
り

鳴
り

ま
し

た
。

一
郎

は
も
う

恐

ろ
し

さ

に
声

も
出

ま

せ
ん

で
し
た
。

　

　
楢
夫

ぐ
ら

ゐ

の
髪

の
ち

f
れ
た

子

が
列

の
中

に
居
ま

し
た

が
あ

ん
ま
り

足

が
痛

む
と
見

え

て
た
う

た
う

よ
ろ

よ
ろ

つ
ま

づ
き
ま

し

た
。
そ

　
し

て
倒

れ
さ

う

に
な

っ
て
思

は
ず
泣

い
て

　

「痛

い
よ
う
。

お

っ
か
さ

ん
。
」
と

叫
ん

だ
や
う

で
し
た
。
す

る
と
す

ぐ
前

を
歩

い
て
行

っ
た
あ

の
恐

ろ
し

い
も

の
は
立

ち

ど
ま

っ
て

こ

っ
ち

　
を

振
り
向

き

ま
し

た
。

そ

の
子
は
よ

ろ
よ

ろ
し

て
恐

ろ
し

さ

に
手
を
あ

げ

な

が
ら
う

し
ろ

へ
遁
げ

や
う

と
し

ま

し
た
ら
忽

ち

そ

の
恐
ろ

し

い

　
も

の
の
口

が
ぴ
く

っ
と
う

ご

き
ば

っ
と
鞭

が
鳴

っ
て
そ

の
子

は
声
も

な
く

倒
れ

て
も

だ
え
ま

し

た
。
あ

と

か
ら
来

た
子

供
ら

は
そ

れ
を

見

て
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も

た

ゴ
ふ
ら
ふ

ら
と
避

け

て
行
く

だ
け

一
語
も

云

ふ
も

の
が
あ

り
ま

せ

ん
で
し

た
。

倒
れ

た
子

は
し

ば
ら
く

も
だ

え

て
ゐ
ま

し
た

が

そ
れ

で

も

い

つ
か

さ

っ
き

の
足

の
痛

み
な

ど
は

忘
れ

た
や
う

に
又
よ

ろ
よ

ろ
と
立

ち
あ

が
る

の
で
し
た
。

　

一
郎

は
も

う
行

く

に
も
戻

る

に
も
立

ち
す
く

ん

で
し
ま

ひ
ま

し
た

。
俄

か

に
楢

夫

が
眼
を

開

い
て

「
お
父

さ

ん
。
」
と
高
く

叫

ん
で
泣

き
出

し
ま

し
た
。

す

る
と
丁
度

下

を
通

り
か

か

っ
た

一
人

の
そ

の
恐

ろ
し

い
も

の
は
そ

の
ゆ

が
ん
だ
赤

い
眼

を

こ

っ
ち

に
向

け
ま

し
た

。

一
郎

は

息

も

つ
ま

る
や
う

に
思

ひ
ま

し
た
。

恐
プつ
し

い
も

の
は

む
ち
を
あ

げ

て
下

か
ら

叫

び
ま
し

た
。

「
そ

こ
ら

で
何
を

し

て
る
ん

だ
。

下
り

て
来

い
。
」

　

一
郎

は
ま

る

で
そ

の
赤

い
眼

に
吸

ひ
込
ま

れ
る

や
う
な

気

が
し

て
よ
ろ

よ

ろ
二
三
歩

そ

っ
ち

へ
行
き

ま

し
た

が
や

っ
と

ふ
み
と

ま

っ
て
し

っ
か

り
楢

夫

を
抱

き
ま

し
た
。

そ

の
恐

ろ
し

い
も

の
は
頬

を

ぴ
く

ぴ
く

動

か
し
歯

を

む
き
出

し

て
胞

え

る
や
う

に
叫
ん

で

一
郎

の
方

に
登

っ

て
来
ま

し
た
。

そ
し

て

い
つ
か

一
郎

と
楢
夫

と

は

つ
か
ま

れ

て
列

の
中

に
入

っ
て
ゐ

た

の
で
す
。

こ
と

に

一
郎

の
か
な

し

か

っ
た

こ
と

は
ど

う

し
た

の
か
楢

夫

が
歩

け
る

や
う

に
な

っ
て

は
だ
し

で
そ

の
痛

い
地

面
を

ふ
ん

で

一
郎

の
前

を
よ

ろ
よ

ろ
歩

い
て
ゐ
る

こ
と

で
し

た
。

一
郎

は
み

ん
な
と

一
諸

に
追

は
れ

て
あ

る
き
な

が
ら

何

べ
ん
も
楢

夫

の
名
を

低
く

呼

び
ま

し
た
。

け
れ

ど
も
楢

夫

は
も
う

一
郎

の
こ
と

な
ど

は
忘

れ

た
や
う

で
し
た
。

た

ゴ
た

び
た

び
お

び
え

る
や
う

に
う

し
ろ

に
手
を

あ

げ
な

が
ら
足

の
痛

さ

に
よ
ろ

め
き
な

が

ら

一
生
け

ん
命
歩

い
て
ゐ

る

の
で
し
た
。

一
郎

は

こ

の
時

は

じ
め

て
自
分

た
ち

を
追

っ
て
ゐ
る
も

の
は
鬼

と

い
ふ
も

の
な

こ
と
、

又
楢
夫

な

ど

に
何

の
悪

い
こ
と

が
あ

っ
て

こ
ん
な

つ
ら

い
目

に
あ

ふ

の
か
と

い
ふ

こ
と
を
考

へ
ま
し

た
。

そ

の
と
き
楢

夫

が
た
う

た
う

一
つ
の
赤

い
稜

の
あ

る
石

に

つ
ま

つ

い
て

倒

れ

ま
し

た
。

鬼

の
む

ち

が
そ

の
小

さ

な

か
ら

だ
を

切

る
や

う

に
落

ち
ま

し

た
。

一
郎

は
ぐ

る

ぐ

る
し

な

が
ら

そ

の
鬼

の
手

に
す

が
り

ま

(
42
)

し

た

。

初
め
は

一
人

(「
ひ
か
り
の
素
足
」
で
は

一
郎
と
楢
夫
の
二
人
)
で
行
く
内
に
、
同
じ
境
遇
の
他

の
者
達
に
出
会
う
、
次

い
で
鬼
を
見

13



る
、
そ
し
て
鬼
が

「其
後
は
前
後
に
付
そ
ひ
息
を
も
く
れ
ず
責
か
」
け
る
ー

と
い
う
展
開
に
、
共
通
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
細
か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ま
の
あ
た

い
点
を

言

え

ば

、

「
今

ま

で

は
僅

か

に
名

を

こ

そ

聞

つ
る

に
今

親

り
此

を

見

る

」

(☆

)
と

い
う

記

述

か

ら

ヒ

ン
ト

を

得

た

跡

を

、

「
自

分

た

ち

を

追

っ
て

ゐ

る

も

の
は

鬼

と

い
ふ

も

の
な

こ

と

」

(
★

11

こ
れ

が
話

に
は
聞

い
て

い
た
鬼

と

い
う
も

の
か
)

と

い
う

表

現

に

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

又
、

「
怖

し

さ

云

計

な

し
」

(
☆
)

は

、

「
恐

ろ

し

さ

に
声

も

出

ま

せ

ん

で

し

た

」

(
★

)

に

ピ

タ

リ

重

な

る

で
あ

ろ

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
り
　
　
　
　

①
1

　

☆

[
前
略

]
死

出

の
山
に

い
た

る
。
此

山
高

し

て
又
瞼

し
。

い
か

が
し

て
越
行

べ
し
と
も

畳
ね

ね
ど

も
獄
卒

ど
も

に
駈

催

さ
れ

て
泣
泣

山
路

に

　

　

か

・
る
。

岩

の
か

ど
劔

の
如
く

な
れ

ば
歩

ん
と

す
れ

ど
も
歩

ま

れ
ず
。

其
時

獄
卒

鐵
棒

を
以

て
打

さ
く
息

も

つ

・
か
ず

絶
入

ぬ
。

さ
ら

ば
其

　

　

の
ま

・
清

も

せ

で
面

か

は
り

せ
ず
や

が

て
活
。
依

け
之

.
此

山
を
死

出

の
山

と
は
云

な
り
。

足

の
ふ
み
ど

こ
ろ
も

畳
俊

ね

ば
瞼
き

坂

に
杖
を

求

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(43
V

　

　

れ

ど
も
與

ふ

る
人
も

な
く

。
路

の
石

に
履
を

願

へ
ど
も

は

か
す

る
人
も

な

し
。

[後

略
]

1

線
①

「泣
泣
」
に
つ
い
て
。
先
の
引
用
文
に
も

「閣
き
道
に
泣
泣
濁
り
行
」
と
い
う

の
が
あ

っ
た
が
、
「中
有
の
旅
」
人
は
実
に

よ
く
泣
く

の
で
あ
る
。

=

の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
各
王
の
前
に
行
く
度
に
、
必
ず
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど

「泣
泣
」
(又
は
類
似
の
表

現
)
が
伴
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
郎
達
も
同
様
な
の
だ
。
列
挙
し
て
み
れ
ば
ー

「大
声
に
泣
き
ま
し
た
」
・
「泣
き
な
が
ら
叫
び
ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(44
)

し

た
」
・
「
泣

き

な

が

ら

は

だ

し

で
走

っ
て

行

っ
て
」
・
「
泣

き

な

が

ら

何

べ
ん

も

」
・
「
泣

い

て

ゐ

る
楢

夫

」
・
「
ま

る

で

夢

の
中

の
や

う

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(45
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(46
)

泣

い
て

」
・
「
は

げ

し

く

泣

き

ま

し

た

」
・
「
泣

い

て

地

面

に

倒

れ

て

し

ま

ひ

ま

し

た

。
」
・
「
一
郎

は

泣

き

な

が

ら

」
・
「
泣

き

な

が

ら

」
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(47
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(48
)

「
声

を

立

て

な

い

で
泣

い
た

り

」
・
「
思

は

ず

泣

い
て
」
・
「
泣

き

出

し

ま

し

た

」
・
「
烈

し

く

泣

い
て
」
・
「
楢

夫

も

泣

き

ま

し

た

」
・
「
泣

き

　

　

　

　
(49
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(50
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
　
　
　
　
な
　
　
　
　
な
　
　
　
　
な
　
　
　
　
な
(51
V

出

し

ま

し

た

」
・
「
泣

き

ま

し

た

」
・
「
泣

い
て

叫

び
ま

し

た

」
、

と

な

る

。

一
時

に

集

中

し

て

「
泣

い
て
泣

い

て
泣

い
て

泣

い

て
泣

」

く

の

で
な

く

、
泣

く

場

面

の
数

が

多

い
と

い
う

こ

と

に
、

「
十

王

讃

歎

紗

」

か

ら

の

影

響

を

読

み
取

り

た

い
。

　
1

線
②

の

「岩
の
か
ど
」
が
立
体
的
な
も
の
な

の
か
、
平
面
的

(即
ち
地
面
が
岩
で
で
き
て
い
て
、
そ
れ
が

「劔

の
如
く
な
れ
ば
」

14
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足
を
刺
す
故

「歩
ま
れ
ず
」)
な

の
か
定
か
で
な

い
が
、
ー

線
③
と
合
わ
せ
て
考
え
て
、
今
は

一
応
地
面
の
こ
と
と
受
け
止
め
て
お
く

(も

し

こ
れ

が
地
面

で
な

い
と
す

れ

ば
、　

線
②

を
考

察

の
対
象

か
ら

除
外

し

て
も
可

)
。
こ

の
地

面

を

、　

　

線

④

か

ら

分

る

よ

う

に
、
は

だ

し

で
歩

い

て
行

く

わ

け

で

あ

る

が
、

一
郎

達

も

や

は

り

同

じ

よ

う

に

、

悪

路

を

は

だ

し

で
歩

い
て

ゆ

く

。

そ

し

て

、

足

が
傷

つ
き

痛

む

の

で
あ

る

。

そ

の
箇

所

を

列

挙

し

て

み

よ

う

。

　

「
足

は

は

だ

し

に
な

っ
て

ゐ

て
今

ま

で

も

よ

ほ

ど
歩

い
て

来

た

ら

し

く

深

い
傷

が

つ

い

て
血

が

だ

ら

だ

ら

流

れ

て

居

り

ま

し

た

」
・

「
足

が

灼

く

や

う

に

傷

ん

で
来

ま

し

た

」
・
「
足

の

痛

い

の
も

忘

れ

て

は

し

り

出

し

ま

し

た

」
・
「
泣

き

な

が

ら

は

だ

し

で

走

っ
て

行

　
(52
)

っ
て
」
・
「
一
郎

の
足

は

ま

る

で
ま

っ
赤

に

な

っ
て

し

ま

ひ

ま

し

た

。

そ

し

て
も

う

痛

い
か

ど

う

か

も

わ

か

ら

ず

血

は

気

味

悪

く

青

く

光

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(53
)

っ
た

の

で
す

」
・
「
一
郎

は
楢

夫

の
足

を

見

ま

し

た

。

や

っ
ぱ

り

は
だ

し

で

ひ
ど

く

傷

が

つ

い

て

居

り

ま

し

た

」
・
「
足

が

た

ま

ら

な

く

痛

み

ま

し

た
」
・
「
一
郎

は
自

分

の
足

が
あ

ん

ま

り

痛

く

て

バ
リ

バ
リ

白

く

燃

え

て

る

や
う

な

の
を

」
・
「
一
郎

は

歯

を

喰

ひ
し

ば

っ
て

痛

み

　

　

　

　

　

　

(54
)

を

こ

ら

へ
な

が

ら

」
・
「
み

ん

な

一
郎

の

や

う

に
足

が
傷

い
て

ゐ

た

の

で

す

」
・
「
あ

ん

ま

り

足

が

痛

む

と

見

え

て

」
・
「
さ

っ
き

の
足

の

　
(55
V

痛

み
」
・
「
は

だ

し

で

そ

の
痛

い
地

面

を

ふ

ん

で
」
・
「
足

の
痛

さ

に

よ

ろ

め

き

な

が

ら

一
生

け

ん
命

歩

い

て

ゐ

る
」
・
「
楢

夫

が

た
う

た

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(56
V

一
つ
の
赤

い
稜

の
あ

る

石

に

つ
ま

つ

い
て

倒

れ

ま

し

た

」
・
「
ほ

か

の

人

た

ち

の
傷

つ

い
た

足

や

倒

れ

る

か

ら

だ

」
・
「
ま

っ
た

く

野

原

の

そ

の

辺

は

小

さ

は

璃

堰

の

か

け

ら

の
や

う

も

の

で

で

き

て

ゐ

て
行

く

も

の

の
足

を

切

る

の

で
し

た

」
・
「
痛

い
。

痛

い
な

あ
。

お

っ
か

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(57
)

ん

」
・
「
野
原

の
草

は

だ

ん

だ

ん

荒

く

だ

ん

だ

ん

鋭

く

な

り

ま

し

た

」
・
「
足

も

か

ら

だ

も

傷

つ
き

」

☆

[前
略
]
如
階此
種
種
の
苦
を
受
て
泣
泣
死
出
の
山
路
を
越
過
て
始
て
秦
廣
王
の
御
前
に
参
る
。
見
れ
は
無
量
の
罪
人
等
種
種
に
禁
め
ら
れ
て

　

　

　
な
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
た
ま　
　
　
　
　そ
も

御
前

に
拉

居
た

り
。
其

時
大

王
罪

人
を
御

覧

し

て
宣

ハ
く

。
抑
汝
等

無

始
よ

り
已
來

幾
度

此
慮

に
來

る
ぞ

其
数

恒
沙

も
醤

に
あ

ら
ず
。
汝
知
ず

や
魔

ご
と

に
地

獄

の
薫

蓋

て
娑
婆

に
還

る
時

。
鐵

の
棒

を
以

て
獄

卒
空

楊
衡

夢
撹

。
人
間

に
還

り
な

ば
速

か

に
佛
道
修

行

し

て
成

佛
す

べ
し

15



　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

ね
ん
ご

重

て
此

悪
趣

に
來

る
事

な
か

れ
と
勲

う

に
云
含

め

し
に
。

其
瞼

も
な
く

恣

に
罪
業

を

造
て
片

時

の
間

に
又
來

る
な

さ
け

な
さ

よ
。
而

も
娑

婆

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

(58
)

世
界

は
佛
法

流
布

の
國
也

。
何

ぞ
佛

道
修

行
を

な
さ

ず

し
て
徒

ら

に
過

て
又
來

る
や

と

の
た
ま

ふ
。

[後

略
]

☆

[前
略
]
五
七
日
蹴
魔
鷲
本
地
地
藏
菩
薩
也
。
[中
略
]
即
罪
人
に
宣
く
汝
此
に
來
る
事
昔
よ
り
已
來
幾
千
萬
と
云
事
其
数
を
し
ら
ず
。
娑
婆

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

た
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(59
)

　
　

世
界

に
し

て
佛
道
修

行

を
成

し
再

び
此
悪

虚

へ
來

る

へ
か
ら
ず

と
毎

レ
度

云
含
.
し

に
。

其
験

し
も

な
く

又
來

れ

る
不
當

さ
よ

[後
略

]

　
情
況
は
、
全
体
と
し
て
は

一
郎

・
楢
夫
に
当
て
嵌
ま
り
そ
う
も
な
い
が
、
1

線
部
は
、
あ

の
、

一
郎
と
楢
夫

に
関
す
る
限
り
で
は

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
(60
)

不

可

解

に
思

え

る
鬼

の
言

葉

、

「
罪

は

こ

ん

ど

ば

か

り

で

は

な

い
そ

」

の
ヒ

ン
ト

ぐ

ら

い
に

は

な

っ
た

か

も

知

れ

な

い
。

　
　

　

　
　

　
　

　

し
よ
か
う

　

☆

[前

略
]
二
七

日
初
江

王
本

地
繹

迦
如
來

。
此

王

へ
詣

る
道

に

一
の
大
河

あ
り

是
を

三
途
河

と
名

く
。

[中

略
]
又

上
よ

り
大
磐

石
流

れ
來

て

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

(61
)

　
　

罪

人

の
五
燈

を
打
擢

く
事

微
塵

の
如
し
。

死
す

れ
ば

活

か

へ
り

活
か

へ
れ

ば
又
擢

く
。

[後

略
]

　
　

　

　
　

　
　

　

　

へ
ん
じ
や
う
わ
う
　
　
　
　
み
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　て
つぐ
わ
ん
じ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
ら

　

☆

[前
略

]
六

七

日
攣

成

王
本

地
彌
勒

菩
薩

也
。

此

王

へ
詣
る
道

に

一
の
難
威

あ

り
鐵

丸

所

と
名

く

る
也

。
遠

き
事

八
百

里

の
河
原

也
。

此

　
　

河

原

.大

に
し

て
丸

き

石
充
漏

せ
り
。

一
威

に
た
ま
ら

ず

し
て
互

に

こ
ろ
び

ま
は

り
打
合

.
音
雷

の
如
し
毎

に
石

光
を

出
す
電

に
似

た

り
。
罪

人

　
　

是

に
恐

れ

て
ゆ
か

じ
と
す

れ

ば
獄
卒

後
よ

り
追

立

る
間
。
力

及

ば
ず
走

り

入
れ

ば
此
石

に
當

て
五
膿

を
打

く

だ
か

れ
て
死

す
。

死
す

れ
ば

又

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

(62
)

　
　

活

か

へ
る
活

か

へ
れ
ば
又

打
擢

く
。

[後

略
]

　

★
　

楢
夫

は

か
す

か

に
か
す

か

に
眼
を

ひ
ら

く

や
う

に
は
し

ま
し

た
け

れ
ど
も

そ

の
眼

に
は
黒

い
色

も
見

え
な

か

っ
た

の
で
す
。

一
郎

は
も

う

　
　

あ

ら
ん

か
ぎ

り

の
力

を
出

し

て
そ

こ
ら
中

い
ち

め
ん

ち
ら

ち
ら
ち

ら
ち

ら
白

い
火

に
な

っ
て
燃

え

る
や
う

に

思

ひ
な

が
ら

楢
夫

を
肩

に
し

て

　
　

さ

っ
き

め
ざ

し
た
方

へ
走

り
ま

し

た
。

足

が
う

こ

い
て
ゐ

る
か

ど
う

か
も
わ

か
ら
ず

か

ら
だ

は
何

か
重

い
巌

に
砕

か
れ

て
青

び
か
り

の
粉

に

16
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な

っ
て
ち
ら

け

る
や
う

何

べ
ん
も

何

べ
ん
も

倒
れ

て

は
又
　
夫

を
抱

き
起

し

て
泣
き

な

が
ら
し

っ
か
り
と

か

・
へ
夢

の
や
う

に
又
走

り
出

し

　

　
　

　

　
　

　

　
　

(63
V

　

　

た

の
で
し
た

。

[後

略
]

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
(i
)

　
　
　

線
部
に
対
応
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
…

線
部
。
書
か
れ
て
い
る
事
柄
は
異
な

っ
て
い
る
。
が
、
「反
復
性
」と

い
う
性

質
に
於
て
共
通
す
る
所
が
あ
り
、
☆
を
ヒ

ン
ト
に
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

☆

[前
略
]
又
岸
の
上
に
大
な
る
木
あ
り
此
は
鵡
騰
騰
と
名
く
。
此
上
に

一
の
鬼
あ
り
緻
灘
霧
と
名
く
。
又
樹
の
下
に

一
の
鬼
あ
り
繊
麺
⑮
と

　
　
名
く
。
此
鬼
罪
人
の
衣
裳
を
剥
取
て
上
な
る
鬼
に
渡
せ
ば
即
請
取
て
木
の
枝
に
此
を
懸
る
。
さ
れ
ば

一
切
の
罪
人
此
木
の
本
に
至
れ
ば
此
鬼

　
　
睨
ん
て
衣
裳
ぬ
げ
と
黄
。
其
時
罪
人
但
」と
　
の
鵡
也
。
定
て
十
王
の
御
前
に
参
る
べ
し
箏
か
此
を
腕
ぎ
裸
に
て
恥
を
曝
す
べ
き
。
願
く
は
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(66
)

　
　

る
し
給
へ
と
て
手
を
合
す
。
[後
略
]

★
　

一
郎

は
自

分

の
か
ら

だ
を

見
ま

し
た
。

そ

ん
な

こ
と

が
前

か
ら
あ

っ
た

の
か
、

い

つ
か

か
ら

だ

に
は
鼠

い
ろ

の
き
れ

が

一
枚
ま

き

つ
い
て

　
あ

る
ば

か
り

お
ど

ろ

い
て
足
を

見
ま

す

と
足

は
は
だ

し

に
な

っ
て

ゐ
て
今

ま

で
も

よ

ほ
ど
歩

い
て
来
た

ら
し

く
深

い
傷

が

つ
い
て
血

が
だ
ら

　
だ

ら
流

れ

て
居
り

ま
し

た
。

そ
れ

に
胸

や
腹

が
ひ

ど
く
疲

れ

て
今

に
も
か

ら
だ

が
二

つ
に
折

れ
さ

う

に
思

は
れ
ま

し
た

。

一
郎

は

に
は

か

に

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

(67
)

　

こ
わ
く

な

っ
て
大
声

に
泣

き
ま

し
た

　

「
剥

取

」

ら

れ

る

迄

は

、
「
罪

人

」
は

「
但

一
重

の
衣

」
を

着

て

い
た

こ

と

が

分

る
。

「
一
重

」

と

い
う

の

は

、

「
此

を

脱

」

げ

ば

「
裸

」

と

い
う

こ

と

か

ら

(判

断

す

る

と

)
、

「
一
枚

」
と

い
う

意

昧

で

あ

ろ
う

。

一
郎

の
体

に
も

、

「
鼠

い
ろ

の
き

れ

が

一
枚

ま

き

つ

い

て
あ

る

ば

か

り

」

で

あ

っ
た

(作
者

は
、

さ
す

が

に

一
郎
達

を

素
裸

に
す

る

の
に
は

躊
躇

を
お

ぽ
え

た

の
で
あ

ろ
う

)
。
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☆

[前

略
]

我
全
く

悪

む
心
を

以

て
汝

を

呵
責
す

る

に
非
ず

。
又

一
罪

と
し

て
も
今

我

加
る

に
非
ず

。
自

業
自

得

の
報

な

れ
ば

己

が
心
を
恨

む

　

　
　

　
　

　

　
　

(68
V

　

　

べ
し

と
て
。

[後

略
]

　

☆

[前
略

]
大

王

つ
く

づ
く

と
聞

し

め
て
宣

く
。

此
後

に
功

徳
を

作
事

は
さ

こ
そ
あ

ら

め
。

そ
れ

は
其
時

の
沙

汰
な

る

べ
し
。
今

は

過

に
し

方

　

　

の
善
悪

を
勘

ふ

る
事
な

れ
ば

汝
既

に
犯

し
た

る
罪
業

あ
ら

ん

に
を

い
て
は

遁
る

べ
か

ら
ず
。

別
儀

計
と

は
誰

か

い
は
ざ

る
者
あ

ら

ん
や
。

其

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

(69
)

　

　

上

汝

が
自
業

の
責

る
と

こ
ろ

な
れ

ば
可
時
許
.
事

に
非

ず
。

汝

が
罪
業
未

"
可
レ
壷
ク
何
ぞ

如
レ
此

課

ひ
申
す

そ
と

て
。

[後
略

]

　

☆

[前
略

]
加

様

の
大
苦

難
を

経
歴

し
て
卒
等

王

の
御
前

に
参

る
。
則
大

王

罪
人

に
宣
く

。
此
庭

に
來

る

事
人

の
導

く

に
は
非
ず

己

が
心

か
ら

　

　

ー

　
　
　
(70
)

　

　

也

。

[
後
略

]

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

(71
)

　

☆

[前
略

]

不
便
な

れ

ど
も
自
業

自

得

の
理
り
な

れ

ば
力
不

レ
及
。

[後

略
]

　

☆

[前
略

]
其

時
大

王
汝

今
地

獄

の
相

を
聞

て
さ

へ
如

け
此
れ

ち

れ
そ

る
。
呪

や
地

獄

の
火

に
も
俊

ん
事
乾

た

る
薪
を

や
く

如
く

な
ら

ん
を

や
。

　

　

是

火

の
や
く

に
非

ず
悪
業

の
や
く
な

り
。
火

の
焼

は

け
し

つ
べ
し
悪
業

の
焼

は

け
す

べ
か
ら

ず
。
如
瞬
此

重
苦

を
受

ん
事

只
汝

が
心

一
つ
よ

り

　

　
　

　
　

　

(72
V

　

　

起

れ

り

[後

略
]

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

(73
)

1

線
部
を
発
想
源
と
し
て
、
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の

「
み
ん
な
き
さ
ま
た
ち
の
出
か
し
た
こ

っ
た
」
・
「
そ
れ
は
お
ま

へ
た
ち
が
自
分

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(74
V　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(j
)

で

自

分

を

傷

つ

け

た

の

だ

ぞ

」

の

台

詞

が

生

ま

れ

出

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
い
せ
ん
わ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
て
つ
し
よ

　

☆

[
前

略

]

七

七

日
泰

山

王

本

地

藥

師

也

。
此

王

へ
詣

る

道

に

一
の
悪

威

あ

り

是

を

閣

鐵

所

と

名

く

る

也

。
遠

き

事

五

百

里

閣

き

事

警

へ
ん

方

な
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か
ど

し
。

但

夜

書

の
さ

か

ひ
も

な

し
。
又

其
道

細
く

し

て
左
右

の
岸

皆
鐵

の
巖
也

。

罪
人
身

を
細

め

て
通

る
に
。

巖

の
樗
劔

の
如
く

し

て
少

し
も

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
(77
)

さ

は
れ

ば
身

の
し

・
む
ら

(肉
)
績
き

が
た

し
。
先

へ
進

ん

と
す
れ

ば
俄

に
巖

閉
合

て
通

ら
れ
ず

立

留
ん

と
す

れ
ば

巖
又

開
く
。

[後

略
]

★
　

だ
ん

だ
ん

眼

が
闇

に
な

れ

て
来

た
時

一
郎

は
そ

の
中

の
ひ
ろ

い
野
原

に
た
く

さ
ん

の
黒

い
も

の
が

ち

っ
と

座

っ
て
ゐ

る

の
を
見

ま
し

た
。

　
微

か
な
青

び

か
り
も

あ

り
ま

し
た
。

そ
れ

ら
は

み
な

か
ら

だ
中

黒

い
長

い
髪

の
毛

で

一
杯

に
覆

は
れ

て
ま

っ
白

な

手
足

が
少

し
見
え

る

ば
か

　
り

で
し

た
。

そ

の
中

の

一
つ
が
ど
う

い
ふ
わ

け
か

一
寸
動

い
た

と
思

ひ
ま
す

と

俄
か

に
か

ら
だ
も

ち
ぎ

れ

る
や
う

な
叫

び
声

を
あ

げ

て
も

だ

　
え

ま
は

り
ま

し
た
。

そ

し
て
ま

も
な

く

そ

の
声
も

な
く

な

っ
て

一
か

け

の
泥

の
か
た
ま

り

の
や
う

に
な

っ
て
こ

ろ
が
る

の
を

見
ま

し
た
。

そ

　
し

て
だ

ん
だ

ん
眼

が
な
れ

て
来

た
と

き
そ

の
閣

の
中

の
い
き

も

の
は

刀

の
刃

の
や
う

に
鋭

い
髪

の
毛

で
か
ら

だ
を
覆

は

れ

て
ゐ
る

こ
と

一
寸

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

(78
)

　

で
も

動

け
ば
す

ぐ

か
ら
だ

を

切
る

こ
と

が
わ

か
り
ま

し
た
。

1

線
部
の
表
現
が
似
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
類
似
点
を
探

っ
て
来
た
わ
け
だ
が
、
右

の
引
例
を
比
較
し
て
も
分
る
よ
う

に
、
「十
王
讃
歎
紗
」
と

「う
す
あ
か
り
の
国
」
と

の
、
全
体
と
し
て
の
雰
囲
気
は
異
な

っ
て
い
る
。

(情
景
)
描
写
の
為

の
、
部
分
的
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
　

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

や
う

ぼ

ん
第

十
六
」

中有と追善

1
　
追
　
　
善

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(79
)

池

上

雄

三

は

、

「
「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぼ

ん
第

十

六

」

と

い
う

声

[中

略

]

そ

れ

は

誰

の
声

な

の
か

」

と

、

問

題

提

起

を

し

た

。
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こ
れ
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

「
十
王
讃
歎
砂
」
を
読
ん
で
気

の
付
く
特
徴
が
二

つ
あ
る
。

一
つ
は
、
前
章

で
確
認
し
た
よ
う
な
、
中
有
の
情
景
で
あ
る
。
も
う

一

つ
は
、
追
善
の
効
用
が
大
変
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
賢
治
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
、
二
つ
な
が
ら
読
み
取

っ
て
作
品

に
生
か
し
た
と
推
測
し
た

い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
追
善
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

20

 

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

ご
ぢ
や
う

☆

[前
略

]
其

時
大

王
獄
卒

を

召

て
此
罪

人
早

早
地

獄

へ
遣

す

べ
し

と
宣

へ
ば
。

罪
人

絵
り

の
悲

し
さ

に
泣
泣

申

上
る
様

は
。

御
定

の
如

く
我

身
に
は
助
か
る
べ
き
功
徳
な
け
れ
と
も
。
娑
婆
に
妻
子
春
屡
も
候
へ
ば
我
ヵ
爲
に
追
善
を
致
す
べ
く
候
。
願
く
は
其
善
根
を
待
受
申
さ
ん
ほ
ど

に
大
王

の
御

前

に
召
を

か
れ
候

へ
と
申

せ
ば
。
大
王

汝
さ

思

ふ
ら

ん
我
.
慈

悲
を

以

て
且
く

相
待

べ
し

と
宣

ふ
。
げ

に
中

に
も

此

王
御
悲

慈
深

　

お
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
ぽ
し
め
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

く

在
す

ら

ん
。
故

は
本

地
繹

迦
如
來

に
て
在

せ
ば

一
子
平

等

の
御
慈

悲
な

れ
ば

助
け

た
く

こ
そ

思

食

ら
め
。
讐

は
父
母

の
病

子
を

思

ふ
が
如

く

こ
そ
思
食

ら
め

ど
も
。

衆

生

の
業

力
佛

力

に
勝

と

い

へ
ば
。

業
因
威

果

の
道

理
必

然
た

れ
ば
佛

の
御

慈
悲

も

難
瞬
叶

.
故

に
。
恭

く
も

大
悲

の
御
胸

を
焦

し
奉

る
。

我
等

不
信
無

志

の
不

孝

の
身

と
な

る
事

悲

ん
て
も
有

レ
絵

リ
。

さ
れ

ば
惣

う

に
種
種

の
法

門
を
説

て
萬

差

の
機
を

調

へ
。

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

か
ま
へ
て
く

終

に
出

世

の
本
懐

の
法
華

経
を

説
給

て
化

一
切
衆
生

皆
令

入
佛

道
な

し
給

き
。

構

構

此

理
を

思

ひ
成

佛
得

道

を
期

せ

ん

と
思

は

ば
時

國
相

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　
お
ろ
そ

慮

の
妙

法

の
唱

へ
を
な

し
以
言

得

入
し
給

べ
し
。
而

る

に
信

心

疎

か
に

し
て
三

途

に
堕

し
て
重

苦
を
受

ん
時

悔

る
と
も

盆
な

か

る

べ
し
。
警

は
網

に
か

・
る
鳥

の
高
く

飛

ざ
る
事

を

悔
が
如

く
な

る

べ
し
。

さ

て
も
罪

人
妻

子

の
追

善
今

や
今

や

と
待

.庭

に
。
追
善

を

こ

そ
せ
ざ

ら
め
。

　

　

　

　
　
あ
と

還

て
其

子
共

跡

の
財
寳
を

論

じ

て
種
種

の
罪
業

を
致

せ

ば
罪
人

彌
苦

を
う

く
。

哀
れ
娑
婆
に
あ
り
し
時
は
妻
子
の
爲
に
こ
そ
罪
業
を
造
て
。

今

か

・
る
う

き
め

を
見

る

に
少
し

の
苦
を

輕

。す

る

程

の
善

根

を
も

逡
ら

ざ
る

こ
と
恨

み

限
り
な

し
。
貯

へ
置
し
財

寳

一
だ

に
も
今

の
用
に

は

た

・
ざ

り
け

り
と
。

一
方

な

ら
ぬ
悲

さ

に
泣

さ
け

ぶ

こ
そ
哀
れ

な
れ
。

大

王
是

を
御
覧

じ

て
汝

が
子
供

不
孝

の
者

也
今

は
力

及

ば
ず
と

て
地



獄

に
堕

さ

る
。
又
追

善
を

な

し
逆
誘

救
助

の
妙

法
を

唱

へ
懸
れ

ば
成
佛

す

る
也
。
然

れ

ば
大
王

も
歓

喜

し
給

ひ
罪
人

も
喜

ふ
事
無

け
限

。
或

は

　
さ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(80
)

又
指

た
る

と
ぶ
ら

ひ
も

な
く

跡

に
て
罪
業

を
も

な

さ
ず
断

罪
不

助
定
時

は
次

の
王

へ
被

レ
途

也
。

[後
略

]

中有と追善

　

追

善

の
な

い
場

合

は

地

獄

行

き

(
こ

の
罪

人

の
場

合

)
で
あ

る

が

、

「
追

善

を

な

し

逆

誘

救

助

の
妙

法

を

唱

へ
懸

れ

ば

成

佛

す

る

」

の

で
あ

る

。

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

か
し
こ
ま

　

☆

[前
略

]
兎

角
し

て
宗

帝
王

の
御

前

に
参

り

畏
り
。

泣
泣

我
身

の
罪

な
き

由
を

奏
す
。

其
時

大

王
宣
く

汝
好

曲

の
者
也

。
罪

業
な

く
ば

此
道

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

く
し
や
う
じ
ん

　

　

に
來

る

べ
か
ら
ず

。
來

な

が
ら
過

な
き
由

.
申

す
と

も
箏

か
其

隠
れ
有

べ
き

や
。

所
詮

汝

一
期

の
間

の
造
り

し
罪

業
を

ば
倶

生
碑
悉

,
記

以
之

.
。

　

　

具
さ

に
讃

て
聞
す

べ
し

と

て
大

王

自
護
上

給

.
。
御
音

大

に
高
し

て
雷

の
鳴

懸
る

が
如

し
。
罪
人

聞
け
之
.
肝
騨
も

失

ぬ
。
然

る
に
娑

婆

に
て
作

　

　

り
し
罪

業
殺
盗

婬

妄
等

の
四

重
八

重

の
重

悪

罪
。
又

人

に
も
し

ら

せ
ず
。

心
中

に
埋

み
置
庭

の
悪

業
等

=

に
毛

さ
き

程
も

隠
れ

な
く

委
細

　

　

に
讃
聞

せ
給

へ
ば

。
罪

人
是
を

承

て
兎
角

の
言

な
く

し

て
只
泪

に
咽

び
け

る

が
。

今
如

何

し

て
か

の
が
る

べ
き
と

思

て
申
上

る
様

は
。
身

の

　

　
　

　

　
ぎ
よ
さ
つ

　

　

罪

業

は
御
札

の
面

に
隠

れ
な

く
顯

れ

て
候

上

は
孚

ひ
申
す

べ
き

に
あ

ら
ず

。
去

な

が
ら
娑
婆

に
子
供
も

あ
ま

た
候

間
其
中

.若

も
孝

子
有

て
定

て
善
根
を
可
レ迭
ル候
。
偏
に
大
王
の
御
慈
悲
に
て
且
く
御
待
候

へ
と
歎
き
申
せ
ば
。
大
王
面
に
は
瞑
り
給
へ
ど
も
内
に
は
御
慈
悲
深
き
故
に
。

汝
が
罪
業

一
　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

ま　
く

一
に
無

瞬
隠

.
上

は
地

獄

に
堕

す

べ
け
れ

ど
も

先
先

待

べ
し
と
宣

ふ
。
然
れ
ば

罪
人

の
喜

.
無

け
限
。
如

け
此
待

給

に
孝

子
善

根

を
な

せ
ば
亡

者
罪

人
な

れ
ど

も
地

獄
を

ま
ぬ

が
る

・
也
。

さ
れ

ば
大

王
も

追
善

を
随
喜

し
給

て
。

汝

に
は
似

ざ

る
子
供

と

て
。
褒

美
讃
歎

し

給
也
。

　

(81
)

[
後
略

]

追
善

が
奏
効
し
て
、
「地
獄
を
ま
ぬ
が
」
れ
た
例
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

　

ご
く
わ
ん
わ
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　ク

ケ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

フ

　

　

　

　
さ
き
く

☆

[前

略

]
四

七

日

五

官

王

本

地

普

賢

菩

薩

也

。

[中

略

]
大

王

宣

く

。

汝

能

聞

娑

婆

に

あ

る
妻

子

勲

う

に

訪

な

ら

ば

。

先

先

の

王

の

前

に

て

善

21



庭

の
生

に
轄

ぜ
ら

る

べ
き

に
。

汝

死
し

て
後

は
我
身

の
さ

は
ぐ

り

(詮
議
v世

を

過

べ
き

嗜

み
計

に
て
。

汝

が
事

を

ば
打
忘

れ

て
と

ぶ
ら

ふ
事
も

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

あ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
いは
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(肌
)

な

し
。

依
け
之

.
此

ま

で
迷

ひ
來

る
。

佛
説

置
給

ふ
妻

子

は
後
世

の
怨

な
り

と

は
此

謂

也
。

今
此

苦

に
代

れ
り
や

否
。

[後
略

]

22

 

☆

[前

略

]
其
後

罪

人
思

ふ
様
實

に
倶

生
紳

の
誤

に
非

ず
。
加

様

の
事

と
知

な
ら

ば
何

し

に
罪
を
造

る

べ
き
。

夢

幻

の
如

く
な

る

一
旦

の
身

の

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

せ
ん
か
た

　
爲

に
萬
劫

の
重

苦
を

受

る
事
よ

と
。
悔

れ

ど
も
爲

方

な
け

れ
ば
壼

せ
ぬ
物

は
泪

な
り

け
り
。

心

に
願

ふ
事
と

て

は
哀
れ
娑

婆

の
妻

子
春
属

が
。

　
我
。
菩
提

を
訪

へ
か
し
と

思

ふ
よ
り
外

に
は
更

に
絵

の
思

ひ
も
な

し
。
げ

に
も
さ

こ
そ
は
思

ら
め
。
只

目

に
見
ね

は

こ
そ
あ

れ
静

か

に
思

ひ
や

　

　
　

　

　
　

　

　
　

こ
と
は
り

　
る
時

は
身

も
痛

む
程

の
理

也
。

然

る
に
父

母

の
事

は
申

に
不
レ
及

。
其

外

朝
夕

面
を
拉

し

朋
友

明
暮
言

を
交

へ
し
所
從
等

の
中

に
も
先

立
し

　
者
幾

そ

や
。
其

中

に
は
唯

今
も

三

途

の
重

苦

に
沈

ぬ

る
人
多

か

る

べ
し
。

そ
れ
を

思

ひ
や

ら
ず

し
て

と
ぶ
ら

は
ず

は
情

な
き

事
な

る

べ
し
。

　
さ

れ
ば
古

人

の
語

に
も

一
死

一
生
知

勤
交
情

↓
と

云

へ
り
。
げ
に
も

生

た
る
時

の
情

は
互

の
事

な
れ

ば
還

て
我
ヵ
爲

な
り
。
只
な

き
跡

の
と

ふ
ら

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

む
つ

　

ひ
こ
そ
實

の
志

な
れ
。

然

る

に
生
た

る
時

は
親

し
み
呪

び

て
死

に
は

つ
れ

ば
思

ひ
も
出

さ
ず

。
ま

し

て
と

ふ
ら

ふ
事

な

か
ら

ん
は
更

に
人
倫

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
マ
マ

　
と

云

べ
き
様
無

レ
之
。

構

へ
て
構

へ
て
亡
魂

の
菩

提
を

と

ふ
ら

ひ
給

ふ

べ
し

。
又

化
.
功

蹄

以
巳

.
の
道

理
な
れ

ば
亡
者

を

と

ふ
ら

ふ
も
我
身

の

　
爲
な

り
。

所
詮

亡
者

の
淳

沈

は
追
善

の
有
無

に
依

也
。

此
等

の
理
を
思

て
自

身
も

信

心
を
催

し
六

親
を

も
回

向
あ

る

べ
し
。
中

に
も

閻
魔

大

　
王

の
御
前

に
し
て
大

苦
を

受

る
故
三

十
五

日

の
追

善

肝
心
也

。
此

瑚

に
善
根

を

な
せ
ば

悉
く

鏡

の
面

に
う

つ
る
時
大

王
を

始

と
し

て
諸

の
冥

官
等

も
随

喜

し
給
也

。
又

罪
人

も
と

ふ
ら

ひ
を
受

て
喜
ブ
事
無

レ
限
。
如

"
此
作

善

の
多

少
功

徳

の
淺
深

を
分
別

し
。

或

は
成
佛

.
或

は
人

間
或

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

(83
)

　
は
天

上

に
途

り

或
は

又
次

の
王

へ
被
レ
遣

也
。

[後

略
]

☆

[前
略
]
如
け此
七
日
七
夜
を
経
て
其
後
攣
成
主

の
御
前
に
参
る
。
[中
略
]
其
時
大
王
さ
れ
ば
こ
そ
汝
善
人
な
ら
ば
此
道
に
は
ゆ
く
べ
か
ら

　
ず
。
然
る
を
冥
衆
を
輕
し
め
て
無
瞬罪
由
を
僑
り
申
條
奇
怪
也
不
當
也
と
て
瞑
り
給

へ
ば
。
罪
人
兎
角
申
し
や
る
方
も
な
し
只
口
を
閉
チ身
を

つ
　
め

促

て
恐
れ

居
る
虚

に
。

孝
子
の
善
根
忽
に
顯
る
れ
ば
大
王
是
を
御
覧
じ
て
。
此
罪
人
に
は
娑
婆
に
追
善
あ
る
そ
や
早
早
ゆ
る
す
べ
し
と
獄
卒



中有 と追善

　

　

じ
　
ち

共

に
下
知

し
給

へ
ば
。

即

縛
縄
を

解

て
生
盧

を
善

庭

に
定
め

ら
れ

る
。
時

に
取

て
喜

ひ
警

へ
ん
方
な

し
。

絵
り

の
う

れ
し

さ

に
是
を

子
供

に

徳
を
回
向
す
る
を
上
品
と
す
。
存
生
の
父
母
に
だ
に
尚
功
徳
を
回
向
す
る
を
上
品
と
す
況
や
亡
親
に
を
い
て
を
や
。
雪
中
の
箏
何
か
せ
ん
法

摯
禮
鵬
館

の
味
に
は
し
か
じ
。
叔
雄
身
を
投
て
も
更
に
出
離
生
死
の
便
り
に
は
な
ら
ず
。
只
善
根
を
修
し
て
父
母
の
得
睨
を
所
る
べ
し
。
儂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(84
)

罪
人
の
生
威
定
ら
ざ
れ
ば
七
七
日
の
王
へ
被
レ遣
也
。
[後
略
]

知

せ
ぼ

や
と
又

泪
を

ぞ
浮

べ
け

る
。
或

は
又

其
子

悪
事

を
な
す

時

は
其
親

彌
苦

を
増

て

そ
れ
を

地
獄

へ
被

レ
遣
也

。
故

に
能
能

亡

者
を

と

ふ
ら

ふ

べ
き
事

也
。

凡
身
髄

髪
膚

を
父

母

に
う
け

撫
育

慈
受

を
厚

く
蒙

る
身

の
。

親

の
菩

提
を

ば
所

ら
ず

剰

へ
種
種

の
悪

業
を
造

て
亡
者

に
苦
を

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

い
う
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
し
ん
　
　
マ
マ

添

ん
事
返
返

淺

間
敷
事

な

る

べ
し

。
是

堂
酉
夢

が
父
を

打
チ
排

紳
が
母

を

署

し
罪

に
劣
ら

ん
や
。

必

し
も

天
雷
其

身
を

割
。
塞

蛇

其
命
を

吸

に

非
ず

と
も
後

報

何
ぞ
免

れ

ん
や
。

さ
れ

ば
孝

行
を

先
と

し

て
追

善
を

致
す

べ
し

。
唐

に
叔

雄
と

云
者

は
身

を
投

て
孝

養
を
致

し

き
。

そ
れ
ま

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

た
か
ん
な

で

こ
そ
な
く

と
も

信

心

の
歩

を

は
こ

び
何

ぞ

彼
菩

提
を

所
ら

ざ
ら

ん
や
。
孟
宗

が
雪

の
中

の
箏

王
鮮

が
泳

の
上

の
魚

是
は
孝

の
志

を
威

ず

る

と

こ
ろ
な

り
。

況
や

孝
養
を

致
す

家

に
は
梵

天
帝

繹
四
大

天

王
住

し
給

ふ
と

云

へ
り
。
是

は
正

し
く

如
來

の
金

言
也

誰

か
是
を

疑
ん

や
。

然

れ
ば

如
瞬
此

輩

は
皆
諸

天

の
擁
護
を

蒙

る
者
也

。
但

し
孝
養

に
三
種
あ

り
。
衣
食

を
施
す

を

下
品

と
し

父
母

の
意

に
違

は
ざ

る
を
中

品

と
し
功

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
ほ
う

☆

[前
略
]
　
あ
と

若
跡

の
追
善

勲

う
な
れ

ば
悪
虞

の
果

轄

じ

て
善

庭

に
生
を

う
く
。

是
故

に
四
十

九

日
の
と

ふ
ら

ひ
勲

う

に
管

む

べ
し
。
ロ

後_略8
5

u

 

☆

[
前
略

]
今

頼
む
方

と

て
は
娑

婆

の
追

善

計
也
。

相
構

て
相

構

て
遭
善

を
管

み
亡

者

の
重
苦

を
助
く

べ
し
。

凡
.
一
樹

の
陰

に
宿

り

一
河

の
流

　
を

く

む
事
だ

に
も
多

生

の
縁

と

こ
そ
云

ぬ
る

に
。
ま

し

て

い
は

ん
や

親
と
な

り

子
と
な

る
を

や
。

彼
丁

蘭

が
木
を

き

ざ
み
し

も
張
敷

が
扇

を

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

カ
ラ

　
身

に

そ

へ
し

も
孝

行

の
深
き
故

ぞ

か
し
。

就
レ
中

外
典

に
も

父

の
み
箪

親

の
義
を

兼
た

り
と

云

て
父

の
恩
を
重

く

せ
り

。
又
母

の
恩
不
レ
淺
其

　

　

　
　

　

　
　

　

お
る
　
　
　
　か
　
ら
　
　ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ラ

　
故

は
先

母

の
胎
内

に
威

最
初
桐

羅
羅

よ

り
出
胎

の
後

に
至

る
ま

で
。
三
十

八
轄

の
間
座

臥
不

レ
安

母
を

苦
し

め
し
事

幾
く

そ

や
。
日
を
敷

ふ
れ

23



ば

二
百
六

十

日
月
を
計

れ
ば

九
月

の
程

ぞ
か

し
。
況
や

胎
外

に
生

じ

て
は
。
咽
肉
苦
ヲ
吐
隣
甘

ヲ
廻

〃
乾

ヲ
就
砂
淫

二
。

か

・
る
厚
恩

を
蒙

れ
ば

身

の

徒
ら

に
月

日
を
邊

り
居

て
。

三
途

の
重
苦

に
沈

み
た

る

親

の
菩

提
を

弔
は

ざ
ら

ん
は
淺

間

敷
事
也

。

箏

か
諸

天
悪

み
給

は

ざ
ら
ん

や
。

其
上

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

(86
)

多
く

は
子
を

思

ふ
故

に
地
獄

の
重
苦

を
受

る
事

あ

り
。
構

へ
て
弔

て
も

弔

べ
き

は
二
親

の
後

生
菩

提
也

。

[後

略
]

　
　

　

　
　

　

　

と
て
う
わ
う

☆

[前
略

]

一
周

忌
都

弔
王
本

地
大

勢

至
菩
薩

也
。

[中

略
]
此
時

王
宣

く
先

先

の
王

の
庭

よ

り
も

地
獄

に
堕

さ
る

べ
け

れ
ど
も

娑
婆

の
追

善
あ

る

に
依

て
是
ま

で
來

る
な

り
。
汝

は
我

身
を

思

は
ぬ
不
當

の
者

な

れ
ど
も

妻

子
孝

養

の
善

人
也
。

此

一
周

忌

の
管

み
に
依

て
第
三

年

の
王

へ

被

レ
途
。
第

三
年

の
旅

に
趣

く
道

の
間

の
苦

み
も

忍
び

が
た
し

と
見

エ
た

り
。
同

く

は
諸
王

の
瑚

を
経

ず
し

て
即

身
成
佛

す

る
様

に
自
身

も
信

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ご
だ
う
り
ん
て
ん
わ
う

心
を

取

り
亡
者

を
も

回
向
あ

る

べ
し
。

第

三
年

の
王
を

ば
五
道

輪
轄

王

と
云
本

地
繹

迦
如

來
也

。
罪

人
申

様
偏

へ
に
大

王

の
御
慈

悲

に
し

て

め
し
ふ
ど

召

人

に
な

し
を

き
給

へ
。
威

庭

の
王

の
御

前
に

召
人
多

く
見

ね
候

誠

に
う

ら

や
ま

し
く
候

。
道

す

が
ら

の
苦
し

み
量

り

が
た
し
。

又
如

何

な

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

だ
ん
ざ
い

る

道

に
か
趣
き

申
す

べ
く
候

と

申
す
。

其
時

大

王
誠

に
不
便

に
は

思

へ
ど
も
無

理

に
は
行

は

ざ
る
断

罪
な

れ
ば

。
彼
等

は

皆
其

王
預

る

べ
き

結

縁
あ

る
故
也

。
汝

は
左

様

の
縁

も
な

け

れ
ば

召
人

の
義

は
叶

ふ

べ
か

ら
す
。

然

れ
ば
但

娑
婆

の
追

善
も

あ
ら

ば
善
虚

に
遣

す

べ
し
。

若

又

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

(87
X
k
V

弔

ふ
事
も

無

れ
ば
今

よ
り

渡
す

へ
き
方

も
な

き
間

地
獄

へ
書

す

べ
し
。

[後
略

]

　

　

　

　

た
の
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
ひ

☆

[前

略

]

頼

ん

と

て

も

頼

み

少

き

は
妻

子

の
善

根

也

。

其

上

没

後

の
追

善

は

七

分

が

一
こ

そ

受

れ

。

縦

待

得

た

り

と

も

う

か

ぶ

ほ

と

は

と

ぶ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ
マ　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　マ　
マ

　

ら

は

じ

。
存

命

の
中

に
悔

ず

し

て

今

に

至

て

後

悔

す

と

も

何

の

及

ぶ

と

ろ

か

あ

ら

ん

と

て

。
即

獄

地

へ
被

レ
遣

也

。

若

又

追

善

を

な

し

菩

提

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(89
)

　

能

能

所

れ

ば

令

び
成

佛

魂
或

は

又

人

天

等

に

被

レ
遣

也

。

[後

略

]
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地
獄

へ
行
き
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
追
善
に
よ

っ
て

「人
天
等
」
に
生
ま
れ
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

の
だ
か
ら
、
追
善
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ユ
　

効
用
に
は
甚
し

い
も

の
が
あ
る
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。



　

「
ど

こ

か

ら

か

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

じ

ゃ
う

ぼ

ん

第

十

六

。
」
と

い
ふ

や

う

な

語

が

か

す

か

な

風

の
や

う

に

又
匂

の
や

う

に

一
郎

に
感

　

　

　
(91
)

じ

ま

し

た

」

と

い
う

の

は
、

だ

か

ら

、

誰

か

が

(父

親

か
?
)

「
追

善

を

な

し

逆

誘

救

助

の
妙

法

を

唱

へ
懸

」

け

た

と

い
う

こ

と

で

は

な

い

か
。

　

こ

こ

で

問

題

が

二

つ
生

ず

る

。

一
は

、
追

善

と

い
う

行

為

は

死

者

の
冥

福

を

祈

っ
て

す

る

も

の
で

あ

る

か
ら

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

当

該

人

物

の
死

が
確

定

し

て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

今

の
場

合

、

一
郎

と

楢

夫

の
死

を

(例

え

ば

父

親

が
)

確

信

し

て
追

善

を

な

し

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

(m
)

た

と

は
考

え

に
く

い
。

二

は

、

何

故

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぼ

ん
第

十

六

」

な

の
か

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

次

節

で
考

え

て

み

た

い
。

2

「
に

ょ

ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぽ

ん

第

十

六

」

中有と追善

鈴

木

健

司

は

、

書

簡

恥

75

、

a
　

「
法

蓮

妙

」

此
の
度
は
御
母
さ
ん
を
な
く
な
さ
れ
ま
し
て
何
と
も
何
と
も
御
気
の
毒
に
存
じ
ま
す

御
母
さ
ん
は
こ
の
大
な
る
心
の
空
間
の
何
の
方
向
に
御
去
り
に
な

っ
た
か
私
は
存
じ
ま
せ
ん

あ
な
た
も
今
は
御
訳
り
に
な
ら
な
い
　
あ

・
け
れ
ど
も
あ
な
た
は
御
母
さ
ん
が
ど
こ
に
行
か
れ
た
の
か
又
は
全
く
無
く
お
な
り
に
な

っ
た
の

か
或
は
ど
ち
ら
で
も
な
い
か
至
心
に
御
求
め
に
な
る
の
で
せ
う
。

あ
な
た
は
自
ら
の
手
で
か
の
赤
い
経
巻
の
如
来
寿
量
品
を
御
書
き
に
な

っ
て
御
母
さ
ん
の
前
に
御
供

へ
な
さ
い
。

あ
な
た
の
書
く
の
は
お
母
様
の
書
か
れ
る
と
全
じ
だ
と
日
蓮
大
菩
薩
が
云
は
れ
ま
し
た
。
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や

あ
な
た
の
お
書
き
に
な
る

=

の
経
の
文
字
は
不
可
思
儀
の
神
力
を
以
て
母
様
の
苦
を
救
ひ
も
し
暗
い
処
を
行
か
れ

・
ば
光
と
な
り
若
し
火

の
中
に
居
ら
れ

・
ば

(あ

・
こ
の
仮
定
は
偽
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
が
)
水
と
な
り
、
或
は
金
色
三
十
二
相
を
備
し
て
説
法
な
さ
る
の
で
す
。

あ
な
た
は
御
母
さ
ん
の
棺
の
前
で
自
分

一
人
の
悟
り
を
求
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

心
は
勿
論
円
周
で
も
な
け
れ
ば
直
線
で
も
な
い
で
せ
う
。

　
　
　
　
　
　
ボ

今
夜
は
き

っ
と
雑
誌
を
作
っ
て
御
送
り
し
ま
す

　
　
　
大
正
七
年
六
月
二
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮

澤

賢

治

　
　
　
　
　
　
　

(93
)

　
　
保

阪

嘉

内

様
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　ぬ
ロ

と

「
日
蓮

の

「
上

野

尼

御

前

御

返

事

」

(弘
安

四
年

十

一
月
)

と

の
深

い
関

わ

り

を

」

次

の

よ

う

に

「
指

摘

し

」

た

。

　

こ

の
書

簡

で
賢

治

が
嘉
内

に
訴

え

て

い
る
こ
と

を
簡

単

に
ま
と

め
る

と
、

母
親

の
仏
界

へ
の
往
生

の
た

め

に
法
華
経

の
如

来
寿

量

品
を
書

き
写

し
な

さ

い
、

そ

れ
は

月
蓮

が
保
証

し

て

い
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
賢

治

は
日
蓮

遺
文

の
何

か

に
基

づ

い
て
嘉

内

に
写
経

を
勧

め

て

い
る
わ

け

で
、
私

見

に
よ
れ

ば
、

「
上
野

尼
御
前

返

事
」

[工
藤
注

"
「上
野
尼
御
前
御
返
事
」
の
間
違
い
]

(弘
安

四
年

十

一
月
)
が
そ
れ

に
当

た
る

の

で
は
な

い
か
と
考

え

て

い
る
。

こ

の
日
蓮

の
上

野
尼
御

前
宛

の
書

簡
は

、
尼

御
前

の
質

問
1

「
自

分

の
父

、
故

松
野

六
郎

左
衛

門

の
忌

日
に
あ
た

っ
て
、
子
息

た

ち

の
孝
養

の
仕
方

は

ま
ち
ま

ち

で
あ

る
が
、

法
華

経

に
よ
る

孝
養

で
な

け
れ

ば
誘
法

と
な

る

の
で
あ

ろ
う

か
」
1

の
返
答
と

し

て
書

か

れ
た
も

の
で
あ

る
。

日
蓮

は
烏
龍

・
遺
龍

と

い
う
漢

土

の
書
家

親

子

の
故

事
を

引
き

、
法

華
経

の
題

目

の
書

写

が

い
か

に
亡
き
人

へ
の
功
徳

に
な

る
か
、

地

獄
か

ら
仏
界

へ
の
往
生

に
力

あ

る
か
、
を

説

い
て

い
る
。

以
下

、
賢

治

の
嘉
内
宛

書

簡
と
直

接

関
連

の
あ

る
と
見

ら
れ

る
箇

所
を

引
用
す

る
。



中有 と追善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(n
)

我
は
是
父
の
烏
龍
也
。
我
レ
人
間
に
あ
り
し
時
外
典
を
執
し
仏
法
を
か
た
き
と
し
。
殊
に
法
華
経
に
敵
を
な
し
ま
い
ら
せ
故
に
無
間
に

堕
つ
。
日
日
に
舌
を
ぬ
か
る
る
事
数
百
度
或
は
死
し
或
は
生
キ
天
に
仰
ぎ
地
に
伏
し
て
な
げ
け
ど
も
叶
フ
事
な
し
。
人
間
へ
告
ケ
ん
と

思

へ
ど
も
便
り
な
し
。
汝
我
子
と
し
て
遺
言
な
り
と
申
せ
し
か
ば
其
言
炎
と
な
ツ
て
身
を
責
メ
剣
と
成
ツ
て
天
よ
り
雨
下
る
。
汝
が
不

孝
極
り
無
り
し
か
ど
も
我
遺
言
を
違

へ
ざ
り
し
故
に
自
業
自
得
果
う
ら
み
が
た
か
り
し
所
に
。
金
色
の
仏

一
体
無
間
地
獄
に
出
現
し
て

仮
使
遍
法
界
断
善
諸
衆
生

一
聞
法
華
経
決
定
成
菩
提
ト
云
云
。
此
仏
無
間
地
獄
に
入
り
給
し
か
ば
大
水
を
大
火
に
な
げ
た
る
が
如
し
。

少
し
苦
ミ
や
み
ぬ
る
処
に
我
合
掌
し
て
仏
に
問
ヒ
奉
リ
て
何
な
る
仏
ぞ
と
申
せ
ぱ
。
仏
答
へ
て
我
は
是
汝
が
子
息
遺
龍
が
只
今
書
ク
と

こ
ろ
の
法
華
経
の
題
目
六
十
四
字
の
内
の
妙
の

一
字
也
と
言
ふ
。
八
巻
の
題
目
は
八
八
六
十
四
の
満
月
と
成
リ
給
へ
ば
無
間
地
獄
の
大

闇
即
大
明
と
な
り
し
上
。
無
間
地
獄
は
当
位
即
妙
不
改
本
位
と
申
シ
て
常
寂
光
の
都
と
成
リ
ぬ
。
我
及
罪
人
と
は
皆
蓮
の
上
の
仏
と
成

リ
て
。
只
今
都
率
の
内
院

へ
上
り
参
り
候
が
先
ツ
汝
に
告
ク
る
也
と
云
云
。
遺
龍
力
云
ク
我
手
に
て
書
キ
け
り
争
テ
か
君
た
す
か
り
給

フ
べ
き
。
而
力
も
我
が
心
よ
り
か
く
に
非
ず
い
か
に
い
か
に
と
申
せ
ば
。
父
答
テ
云
ク
汝
は
か
な
し
汝
が
手
は
我
手
也
汝
が
身
は
我
身

也
汝
力
書
キ
し
字
は
我
が
書
き
し
字
也
。
汝
心
に
信
ぜ
ざ
れ
ど
も
手
に
書
ク
故
に
既
に
た
す
か
り
ぬ
。
讐
ば
少
児
の
火
を
放
つ
に
心
あ

ら
ざ
れ
ど
も
物
を
焼
ク
が
如
し
。
法
華
経
も
亦
か
く
の
如
し
。
存
外
に
信
を
成
せ
ば
必
仏
に
な
る
。
又
其
義
を
知
リ
て
諺
ず
る
事
無
れ
。

但
し
在
家
の
事
な
れ
ば
い
ひ
し
こ
と
故
大
罪
な
れ
ど
も
臓
悔
し
や
す
し
と
云
云
。
此
事
を
大
王
に
申
ス
。
大
王
の
言
く
我
願
既
に
し
る

し
有
リ
と
て
遺
龍
弥
朝
恩
を
蒙
り
国
又
こ
ぞ
っ
て
此
御
経
を
仰
ぎ
奉
る
。
然
る
に
故
五
郎
殿
と
入
道
殿
と
は
尼
御
前
の
父
也
子
也
。
尼

御
前
は
彼
入
道
殿
の
む
す
め
也
。
今
こ
そ
入
道
殿
は
都
率
の
内
院

へ
参
り
給
フ
ら
め
。
此
由
を
は
う
き

(伯
者
)
殿
読
ミ
聞
せ
ま
い
ら

せ
候

へ
。
事
忽
に
て
委
シ
く
申
さ
ず
候
。

(加
藤
文
雅
編

『日
蓮
聖
人
御
遺
文
』
霊
良
閣
蔵
版
　
初
版
明
37
　
昭
和
6
訂
正
12
版
所
見
)
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賢

治

の
嘉

内
宛

書
簡

と

こ

の
日
蓮

の

「
上

野
尼
御

前

返
事
」

が
、

共

に
、
亡

き
父

や
母

に
対
す

る
供

養
と

し

て

の
法

華
経
書

写

の
意
義

を

訴
え

た
も

の
で
あ

る

こ
と
は

、

一
読

す
れ

ば
了
解

で
き

る

と
思
う

。
細

か
く
対

応
筒

所
を

示
し

て

み
る
と

、
「
あ
な

た

の
書
く

の
は
お
母

様

の

書

か
れ

る

と
同
じ

だ
」
は

「
汝

力
書

キ
し
字

は

我
が
書

キ

し
字
也

」
に
、

「
=

の
経

の
文
字

は

～
金
色

三
十

二
相
を

備

し

て
」
は

「
金
色

の

仏

一
体

無
問

地
獄

に
出

現
し

て

～
我
は

ー
法
華

経

の
題
目

六
十

四
字

の
内

の
妙

の

一
字

也
」
に
、
「
若
し

火

の
中

に
居
ら

れ

・
ば

ー
水

と
な

り
」

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

(96
X
o
)

は

「大

水
を

大
火

に
な

げ
た

る

が
如
し
」

に
と
、
賢

治

は
ほ

ぼ
日
蓮

遺

文

通
り

に
書

き
記

し

て

い
る

こ
と

が
分

か
る

[
後
略

]
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ほ
ぼ
首
肯
で
き
る
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
遺
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は

(鈴
木
健
司
の
言
う
通
り
)
「法
華
経

の
題
目
の
書
写
」
の

「
功
徳
」
に
つ
い
て
で
あ

っ
て
、
「如
来
寿
量
品
」
の
そ
れ
に

つ
い
て
で
は
な
い
。
遺
文
中
に

「如
来
寿
量
品
」
の
文
字
は
見
え
な

い
の

で
、
他
で
も
な

い

「如
来
寿
量
品
を
御
書
き
に
な
つ
て
御
母
さ
ん
の
前
に
御
供

へ
な
さ

い
」
と
賢
治
が
書

い
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、

こ
の
遺
文
だ
け
を
根
拠
と
し
て
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
実
は
、

こ
の

「烏
龍
・遺
龍
と
い
う
漢
土
の
書
家
親
子
の
故
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(P
)

は
、
別
の
遺
文

「法
蓮
妙
」
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ル
マ
テ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
テ

[前

略

]
彼

誠

諦

。
云

ク
從

コ
慈

父

閉

眼

之

朝

一至

二
干

第

十

三

年

之

忌

辰

'於

コ
繹

迦

如

來

之

御

前

'百

奉

レ
讃

二
講

。
自

我

偶

一
巻

弓
回

二
向

.
聖

籔

暗
等

云

云

。
當

時

日

本

國

の

人

佛

法

を

信

じ

た

る

や

う

に

は

見

へ

て

候

へ
ど

も

。
古

へ
い
ま

だ

佛

法

の

わ

た

ら

ざ

り

し

時

は

佛

と

申

.
事

も

法

と

申

.

　

　

　

　

　

　

　

　

も
り
や

事

も

知

ら

ず

候

し

を

。

守

屋

と

上

宮

太

子

と

合

戦

の

後

信

ず

る

人

も

あ

り

又

不

晒
信

セ
も

あ

り

。

漢

土

も

如

四
此

摩

騰

漢

土

に

入

.
て

後

道

士

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
り
う

謹

論

あ

り

道

士

ま

け

し

か

ば

。

始

て

信

ず

る

人

も

あ

り

し

か

ど

も

不

信

の

人

多

し

。

さ

れ

ば

烏

龍

と

申

せ

し

能

書

は

手

跡

の

上

手

な

り

し

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
テ
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゐ
り
う

ば

人

用

は
之

.
。
然

れ

ど

も

於

二
佛

経

'一
い

か

な

る

依

惜

あ

り

し

か

ど

も

不

レ
書

。
最

後

臨

終

の
時

子

息

.
遺

龍

を

召

.
云

,
汝

我

。
家

に

生

れ

て
藝

能

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ノ　
　
　
　
　
　
し
か
る

を

つ
ぐ

。
我

孝

養

に

は

佛

経

を

書

べ

か

ら

ず

殊

に

法

華

経

を

書

ク
事

な

か

れ

。

我

本

師

の

老

子

は

天

箪

な

り

天

に

二

日

な

し

。

而

に

彼

経

に

唯

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ
い
ご
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
た
つ

我

一
人

と

説

,
き

く

わ

い

(奇
性
)第

一
な

り

。
若

遺

言

を

蓮

へ

て
書

,
程

な

ら

ば

忽

チ
に

悪
塞

と

な

り

て

命

を

断

べ
し

と

云

.
て

。
舌

八

.
に

さ

け

て



中有と追善

　
　

　

　

わ
れ

頭

へ
七

分

に
破

五
根

よ

り
血
を

吐

て
死
し

畢

ぬ
。

さ

れ
ど

も
其

子
善
悪

を
辮

へ
ざ
れ
ば

我
父

の
諺

法

の
ゆ

へ
に
悪

相
現

じ

て
阿
鼻

地
獄

に
堕

チ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ず

た

り
と

も
し

ら
ず
。

遺
言

に
ま

か

せ

て
佛

経
を
書

ク
事

な

し
況
ヤ
ロ

に
諦
す

る
事

あ
ら

ん
を

や
。

か
く
過

キ
行

ク
程

に
時

の
王
を

司
馬

氏
と

號
し

奉

る
。
御
佛

事

の
あ

り
し

に
書
窺

の
経

あ

る

べ
し

と

て
。
漢
土

第

一
の
能
書

を
尋

子
ら
る

る

に
遺

龍

に
定

.
り
ぬ

。
召
.
て
仰

せ
付
ら

る
る

に
再

三

僻
退

申
。
し
か

ば
。
力

..及

ば
ず

し
て
佗
筆

に
て

一
部

の
経

を
書

せ
ら
れ

け
る

が
。
帝

王
心

よ
か

ら
ず

筒
遺
龍

を

召
.
て
仰
。
に
云
ク
汝
親

の
遺

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
シ
ト
　
　い
は
れ
　
ラ
ク
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

言

と

て
不
励
書

訥
朕
ヵ
経
↓
事

錐
レ
無

二
其

謂

一
且
免

レ
之
.
。
但
題

目
計

リ
は
書

べ
し
と

三
度
敷

定
あ

り

遺
龍

猫
僻
退

申
す

。
大

王
龍

顔
心

よ
か

ら
ず

し

て
云
ク
天
地

筒
ホ
王

の
進

退
也

。
然

ば
汝

が
親

は
即

我
家

人

に
あ
ら
ず

や
。

私

を
も

て
公
事

を
輕

ず

る
事
あ

る

べ
か
ら

ず
。

題
目

計
リ
は
書
,

　
　

　

ン
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
は
ぬ

べ
し
若

不
レ
然

ラ
者
佛

事

の
庭
な

り

と

い

へ
ど
も

速
.
に
汝

が
頭

へ
を
刎

べ
し

と
あ

り
け

れ
ば
。
題

目

計
リ
書

け

り
所
謂

妙
法

蓮
華

経
巻

第

一
乃
至

巻
第

八
等

云

云
。
其
た
蔀

れ
に
私
宅

に
蹄
り
て
歎

.云
ク
我
親

の
遺

言
を

背
き

王
敷
徹

な

き
故

に
佛
経

を
書

キ
て
不
孝

の
者

と
な

り
ぬ
。

天
神

も
地

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

い
ぬ

舐
も

定

.
て
瞑

り
不

孝

の
者

と

れ
ぼ
す

ら

ん
と

て
寝

る
。
夜

の
夢

.
中

に
大

光

明
出

現

せ
り
。
朝

日

の
照
す

か
と

思

へ
ば
天

人

一
人
庭
上

に

立
チ
給

へ
り
又
無

量

の
春
屡

あ

り
。
此

天
人

の
項

上

の
盧
室

に
佛

六
十

四
佛

ま
し

ま
す
。
遺

龍

合
掌

し

て
問

.
云
.
如

何
な

る
天

人
ク

や
答

.
云
ク
我
は

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

セ
シ

是

汝

が
父

の
烏

龍

な
り
。
誘
二
佛

法
弓
故

に
舌
入

。
に
さ
け

五
根
よ

り
血

を
出

し
頭

へ
七

分
に
破

れ

て
無
間

地
獄

に
堕

チ
ぬ
。
彼

の
臨
終

の
大

苦
を

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

く
び

こ
ろ
堪

忍
す

べ
し

と
も

ね
ぼ

へ
ざ

り
し

に
。
無

間

の
苦

は
街
百

千
億
倍

な

り
。

人
間

に
し

て
鈍
力

を
も

て
爪

を

は
な
ち

鋸
を

も

て
頸
を

き
ら

　

す
み
ぴ
　
　
　
　
　
　あ
ゆ
　
　
　
う
ば
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
か
に

れ
。
炭

火

の
上
を

歩
ば

せ
棘

に

こ
め
(籠
)
ら
れ

な
ん

ど

せ
し
人

の
苦
を

。
此
苦

に
た

と

へ
ば
か
ず

な
ら

ず
。
如
何

し

て
か
我

子

に
告

ん
と
思

.
し

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

い
ま
し
め

か

ど
も

か
な

は
ず
。

臨

終

の
時

汝
を

誠

て
佛
経

を
書

,
こ
と
な

か
れ

と
遺

言

せ

し
事

の
く
や

し
さ

申
.
ば
か
り

な

し
。
後
悔

先

に
た

た
ず

我
身

を
恨

み

舌
を

せ
め

し
か

ど
も

か
ひ
な

か
り

し

に
。

昨

日

の
朝

よ

り
法
華

経

の
始

の
妙

の

一
字

無
間

地
獄

の
か
な

へ
(鼎
)
の
上

に
飛
.
來

て
攣
じ

て
金

色

,
澤
迦

佛
と

な

る
。
此
佛

三
十

二
相

を

具
し
面

貌
漏

月

の
如
し
。
大
音

聲

を
出
し

て
誕

.云
ク
假
使

遍
法

界
断
善

諸
衆

生

一
聞

法
華

経
決

定

成
菩
提

云

云
。
此

文
字

の
中

よ
り
大

雨
降

リ
て
無

間

地
獄

の
炎

を
け
す

閻
魔

王

は
冠
を

か

た
ぶ

け
て

敬

ひ
獄

卒

は
杖
を

す

て
て
立

て
り

。

一

切

の
罪
人

は

い
か
な

る
事

ヶ
と

あ

は
て

(周
章
)た

り
。
又
法

の

一
字

來
れ

り
如

陣
前

,
又
蓮

又
華

又
経

如
"
此

六

十
四
字

來
。
て
六

十
四
佛

と
な

り

29



　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

つうら

ぬ
。

無

間
地

獄

に
佛

六
十

四
禮

ま

し
ま

せ
ば

日
月

の
六
十

四
ヵ
天

に
出

た
が

る
が

ご
と
し
。

天
よ

り
甘
露

を
く

だ

し

て
罪

人

に
與

ふ
。
抑
モ
此

　

　
　

　

　
い
か

等

の
大
善

は
何

な

る
事

ヶ
と
罪

人
等

佛

に
問
.
奉

リ
し
か

ば
。
六

十

四
,
佛

,答

.
云
,
我
等

が
金

色

の
身
は
栴

檀

寳
山

よ
り

も
出

現

せ
ず

。
是

は

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

か
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　う

無
間

地

獄

に
あ

る
烏

龍

が
子

の
遺
龍

が
書

る
法

華
経

八
巻

の
題

目
.
八

八
六
十

四

の
文

字
な

り

。
彼

遺
龍

が

手

は
鳥

龍

が
生

め

る
威

の
身

分

　

　

か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

也
。
書

け

る
文
字

は
烏

龍

が
書

に
て
あ

る
な

り

と
説
キ
給

し

か
ば
。
無

間
地

獄

の
罪
人

等

は
我
等

も
娑
婆

に
あ

り

し
時

は
。
子
も

あ

り
婦
も

あ

り
春

属
も

あ

り
き

い
か

に
と

ぷ
ら

は
ぬ
や

ら

ん
。
又

訪

へ
ど
も
善

根

の
用

の
弱
ク
し
て
來

ら

ぬ
や
ら

ん
と
歎

ケ
ど
も
歎

.
ど

も
甲
斐

な

し
。
或

は

一
日
二

日

一
年

二
年

牛
劫

一
劫

に
な

り

ぬ
る

に
。

か

・
る
善

知

識

に
あ

ひ
奉

.
て
助
ヶ
ら

れ

ぬ
る
と

て
。

我
等

も
春
屡

と

な
り

て
切
利

天

に

の

ぼ
る

か
。

先

.
汝
を

れ

が
ま

(珪
)ん

と
て
來

。
な

り
と

か
た

り
し

か
ば
。

夢

の
中

に
う

れ

し
さ
身

に
あ

ま

り
ぬ
。

別
.
て
後

又

い

つ
の
世
に

か
見

ん
と

思

,
し
親

の
す

が
た
を

も

見
奉

り
佛
を

も

拝
し
奉

り

ぬ
。
六

十
四
佛

の
物
語

に
云

ク
我
等

は
別

の
圭
な

し
。

汝

は
我
等

が
檀

那
な

り
今

日

よ
り

は
汝

を
親

と
守

護
す

べ
し

汝
を

こ
た

る
事

な
か

れ
。

一
期

の
後

は
必
來

.
て
都

傘

の
内
院

へ
導

,
べ
し
と
御

約
束

あ

り
し

か
ば
。

遺
龍

こ

　

　
か
し
こ
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　か
く

と

に
畏

て
誓

て
云

ク
今

日
以
後

不
レ
可
レ
書

二
外
典

.
文

字
↓
等

云

云
。
彼

世
親

菩
薩

が
小
乗

経
を

諦

せ
じ

と
誓
.
。

日
蓮

が
彌

陀
念

佛
を

申
さ

じ

ぐ
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
や
う

と

願

せ

し

が

ご

と

し

。
さ

て

夢

さ

め

て

此

由

を

王

に

申

す

。
大

王

の
赦

宣

.
云

ク
此

佛

事

已

に

成

じ

ぬ

。
此

由

を

願

文

に

書

。
奉

れ

と

あ

り

し

か

　

　

　

　

ク
ニ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ハ

ば

赦

宣

の

如

し

。

さ

て

こ

蚕

漢

土

日

本

國

は

法

華

経

に

は

な

ら

せ

給

.
け

れ

。

此

状

は

漢

土

の
法

華

傳

記

に
候

。

是

書

爲

の
功

徳

な

り

五

種

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
カ
ニ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(㎜
)

法

師

の
中

に

は

書

窺

は

最

下

の

功

徳

な

り

。

何

況

.
讃

諦

な

ん

ど

申

.
は

無

量

無

邊

の
功

徳

な

り

。

[
後

略

]

　

書

簡

と

の

「深

い
関

わ

り

」
と

い
う

点

か
ら

、

二

つ
の
遺

文

を

比

較

し

て

み

よ

う

。

「
あ

な

た

の
書

く

の
は

お

母
様

の
書

か

れ

る

の
と

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か

全

じ

だ

」

に
対

応

す

る

箇

所

を

「
法

蓮

紗

」
か

ら
敢

え

て
探

せ

ば

、

「
彼

遺

龍

が

手

は
鳥

龍

が

生

め

る
威

の
身

分

也

。

書

け

る

文

字

は
鳥

　

　

か
く

龍

が

書

に

て
あ

る

な

り

」
と

い
う

こ

と

に
な

ろ
う

が

、

こ

こ

は

、

鈴

木

健

司

の
指

摘

通

り

、

「
上

野

尼

御
前

御

返

事

」
中

の

「
汝

ヵ
書

キ
し

　

　

　

　

　
　

　

(m
)

字

は

我

が
書

キ
し

字

也

」

(
の
方

が

)
ピ

タ

リ

当

て
嵌

ま

っ
て

い
る

と

言

え

る
。

し

か

し

、

「
金

色

三

十

二

相

を

備

し

て

説

法

な

さ

る

の
で

30
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す

」

と

い
う

部

分

に

つ
い

て

は

、

「
上

野

尼

御

前

御

返

事

」

に
、

ピ

タ

リ

相

当

す

る

記

述

が

な

い

(
ピ
タ

リ
度

不
十

分

の
相

当
箇

所
な

ら
あ

る
)

の

に
対

し

て

、

「
法

蓮

紗

」

の
方

に

は

「
金

色

.
繹

迦

佛

と

な

る
。

此

佛

三

十

二
相

を

具

し

面

貌

漏

月

の
如

し

。

大

音

聲

を

出

し

て

説

テ
云

ク
」

と

あ

っ
て

、

言

葉

と

し

て
よ

く

対

応

し

て

い
る
。

又

、

鈴

木

健

司

は

、

「
若

し

火

の
中

に

居

ら

れ

・
ば

[
中

略

]

水

と

な

り

」

に
対

応

す

る

箇

所

と

し

て

「
大

水

を

大

火

に

な

げ

た

る

が
如

し

」

を

あ

げ

た

が

、

こ
れ

は

「
如

し

」

と

い
う

言

葉

で

明

ら

か

な

よ

う

に
、

比

喩

表

現

で
あ

っ
て

、

「
=

の
経

の
文

字

」
が

「
水

と

な

」
る

と

い
う

文

字

と

水

が
直

結

し

た

表

現

で

は

な

い
。

こ

れ

に
対

し

て

、

「法

蓮

釣

」

の
方

で

は

、

「
此

文

字

の
中

よ

り
大

雨

降

リ
て

無

間

地

獄

の
炎

を

け
す

」

と

あ

っ
て

、

文

字

と

水

と

の
結

び
付

き

が

よ

り

緊

密

で

あ

る
。

書

簡

の
表

現

に

よ

り

近

い
と

言

え

よ

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ル
マ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
テ

　

更

に

、
今

の
引

用

文

の

冒

頭

に

、
「
彼

調

諦

.
云
ク
從

訓
慈

父

閉

眼

之

朝

一
至

二
干

第

十

三

年

之

忌

辰

一於

3
繹

迦

如

來

之

御

前

イ
自

奉

レ
讃

二
諦

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ニ

自

我

偶

一
巻

↓
回

二
向

。
聖

塞

一等

云

云

」

と

あ

っ
た

が

、

「
[後

略

]
」

部

は

、

次

の

よ
う

に

続

い
て

ゆ
く

。

今

の
施
主

十

三
年

の
間
毎

朝
讃

諦

せ
ら

る
る
自

我
偶

の
功
徳

は

唯
佛

與
佛

乃
能
究

壷
な

る

べ
し
。
夫

法

華
経

は

一
代

聖

教

の
骨
髄

な
り
自

我

偶

は
二

十
八

品

の
た
ま

し

ひ
な

り
。
三
世

の
諸
佛

は
壽

量

品
を
命

と

し
十
方

の
菩

薩
も

自
我

偶
を

眼
目

と
す
。
自

我
偶

の
功
徳

を

ば
私

に
申

.

べ
か
ら
ず

。
次

キ
下

に
分

別
功
徳

品

に
載

セ
ら
れ

た
り

。
此
自

我
偶

を
聴

聞

し

て
佛

に
な

り

た
る
人

人

の
数

を

あ
げ

て
候

に

は
。
小

千
大

千
三

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マリ

千

世
界

の
微
塵

の
数

を

こ
ろ
あ

げ

て
候

へ
。
其

上
藥

王
品

己
下

の
六

品
得

道

の
も

の
自

我

偶

の
絵

残
な

り
。

浬
葉

経
四

十
巻

の
中

に
集

て
候

し

五
十

二
類

に
も
。
自
我

偶

の
功
徳
を

こ
ろ
佛

は
重
子
て
説

せ
給

.
し

か
。
さ

れ
ば

初
.
寂

滅
道

場

に
十
方

世
界

微
塵

数

の
大
菩

薩
天

人
等
雲

の

如
く

に
集

リ
て
候
し

。
大
集

大

品

の
諸
聖

も

大

日
経
金

剛
頂

経
等

の
千
二
百

除
尊

も
。
過

去

に
法

華
経

の
自

我
偶
を

聴
聞

し

て
あ

り
し
人

人
。

信
力

よ

は
く
し

て
三

五

.塵

鮎

を
経

し
か

ど
も
。
今
度

繹
迦

佛

に
値
.
奉

リ
て
法
華

経

の
功

徳
す

・
む
故

に
璽

山
を
ま

た
ず

し

て
。
爾

前

の
経
経

を

縁
と

し
て
得

道
な

る
と

見
ね

た

り
。
さ

れ
ば

十
方

世
界

の
諸
佛

は
自

我
偶

を
師

と
し

て
佛

に
な

ら

せ
給
.
世

界

の
人

の
父
母

の
如

し
。
今

法
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華

経
壽

量
品
を

持

.
人

は
諸
佛

の
命

を
績

,
入
也

。
我

得
道

な

り
し
経

を
持

。
人
を

捨

.給

.
佛

あ

る

べ
し

や
。

若
比

を
捨

.
給

は
ば
佛

還

て
我
身

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

と
し
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つは
も
の
　
　
　
　
　
　
う
み

を

捨
テ
給

な

る

べ
し

。

こ
れ
を

以

て
思
.
に
田
村

利
仁

な

ん
ど

の
様

な

る
兵

を
三

千
人

生
た

ら
ん
女

人
あ

る

べ
し
。

此
女

人
を

敵
と

せ
ん

人
は

此

三
千

入

の
將

軍

を
か

た
き

に
う
く

る

に
あ

ら
ず

や
。
法

華
経

の
自

我
偶

を
持

.
人
を
敵

と
せ

ん
は
三

世
.
諸

佛
を
敵

と
す

る
に
な

る

べ
し
。

今

の
法

華
経

の
文

字

は
皆
生
身

の
佛

な

り
。

我
等

は
肉
眼

な
れ

ば
文

字

と
見

る
也
。

た
と

へ
ば
餓

鬼

は
恒
河

を
火

と

見
る
人

は
水

と
見

天
人

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

(ε

は
甘
露

と
見

る
。
水

は

一
な
れ

ど
も

果
報

に
し

た

が
て
見

る
と

こ
ろ
各

別
也

。
此
法

華
経

の
文

字
は
盲

目

の
者

は
不

レ
見
レ
之

.
。
肉

眼

は
黒
色

と

見
る

二
乗

は
虚

空
と

見
菩
薩

は
種

種

の
色

と
見
。

佛
種

純
熟

せ

る
人

は
佛

と

見
奉

る
。

さ
れ

ば
経
文

二
云
ク
若
有

能
持

則
持

佛
身
等

云

云
。

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　

(r
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
ル
ニ

天

台
.
云
ク
稽
首

妙

法
蓮

華
経

一
味

八
軸
四

七

品
六
萬

九
千

三
八

四
。
=

文

文
是

眞
佛

眞
佛

説
法

利
衆

生
等

と
書

れ

て
候
。
以
け
之
。
案
レ
之

.
法

蓮

法
師

は
毎
朝

口
よ
り

金
色

,
文
字

を
出

現
す

。
此
文

字

の
数

は
五

百
十
字

也
。

=

の
文

字
攣

じ

て
日
輪

と
な

り
日
輪

攣

じ
て
繹

迦
如
來

と

な

り
、
大

光

明
を
放

.
て
大

地
を

つ
き

と
を

し
三
悪

道
無

間

大
城
を

照

し
。
乃

至
東

西
南

北
上
方

に
向

て
は
非
想

非
非

想

へ
も

の
ぼ
り
。

い
か

な

る
威

に
も

過
去

聖
憲

の
ね

は
す

ら
ん
庭

ま

で
尋
子
行
キ
給

て
。
彼
聖

塞

に
語
リ
給

ら

ん
。
我
を

ば
誰

と

か
思
食

す
我

は
是

汝

が
子
息

法
蓮

が
毎

　
　

　

ス
ル

朝

所
〃
諦
法
華

経

の
自
我
偶

の
文

字

な
り
。

此

文
字

は
汝

が
眼

と
な

ら
ん
耳

と
な

ら

ん
足

と
な
ら

ん
手

と
な

ら
ん

と

こ
ろ

。

ね
ん

ご
ろ

に
語
一.

せ
給

.
ら

め
。
其

時
過

去
聖

露

は
我
子

息
法
蓮

は
子

に
は
あ

ら
ず
善

知
識

な

り
と

て
。
娑
婆

世
界

に
向

.
て
ね

が
ま
せ
給

.
ら

ん
。
是

こ
ろ
實

の

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

(㎜
)

孝

養

に
て
は
候

な

れ
。

[
後
略

]

　
賢
治

が

「如
来
寿
量
品
を
お
書
き
に
な

つ
て
御
母
さ
ん
の
前
に
御
供

へ
な
さ
い
」
と
書

い
た
の
は
、
こ
の
遺
文
を
拠
所
と
し
た
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上

の
こ
と
か
ら
、
賢
治
は

「上
野
尼
御
前
御
返
事
」
の
み
な
ら
ず
、
「法
蓮
紗
」
を
も
読
ん
で
そ
の
内
容
を
吸
収
し
て
い
た
と
推
定

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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中有と追善

b

無
意
識

の
追
善
、
及
び
自
我
偶

　
も
し
仮
に
保
阪
嘉
内
が
賢
治
の
勧
め
に
従

っ
て

「如
来
寿
量
品
を
」
書
い
て

「御
母
さ
ん
の
前
に
」
「供

へ
」
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

自
覚
的

・
意
志
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
分
は
追
善

の
意
志
が
な

い
の
に
、
な
し
た
行
為
が
結
果
的
に
追
善

の
働
き
を

す
る
ー

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
先

の
二

つ
の
遺
文
に
記
さ
れ
た
烏
龍

・
遺
龍

の
話
が
、
そ
の
答
を
出
し
て
く
れ
る
。

父
子
の
問
答
、

[前
略

]
遺

龍
力
云
ク
我

手
に

て
書
キ
け
り
雫

.か

君
た

す
か

り
給

.
べ
き
。
而
力
も
我

が
心

よ
り

か
く

に
非
ず

い
か
に

い
か

に
と
申

せ
ば

。
父

答

.

云
ク
汝

は
か
な

し
汝

が
手

は
我

手
也
汝

が
身

は
我

身
也

汝
ヵ
書

キ
し
字

は

我

が
書

キ
し

字
也
。

汝

心

に
信
ぜ

ざ

れ
ど

も

手

に
書
ク
故

に
既

に
た

す

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
ク

か
り

ぬ
。
警

ば
小

見

の
火

を
放

つ
に
心

に
あ

ら

ざ
れ

ど
も
物

を
焼

が
如

し
。

法
華

経
も

亦

か
く

の
如
し

存
外

に
信
を

成

せ

ば
必

佛

に
な

る
。

　

(期
V

[
後
略

]

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
不
信
の
徒
が

「
心
よ
り
か
く
に
非
」
ざ
る
に
、
そ
れ
は
父
を
地
獄
よ
り
助
け
出
す
働
き
を
な
し
た
。
「ひ
か
り
の

素
足
」
の

「
に
ょ
ら

い
い
じ
ゅ
り

ゃ
う
ぽ
ん
第
十
六
」
を
唱
え
た
人
物
が
、
「心
に
信
ぜ
ざ
」
る
人
間
で
あ

っ
た
と
は
想
定
し
難

い
し
、

一
郎

・
楢
夫
の
死
を
確
信
し
て
の
追
善
行
為
で
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
結
果
的
に
、
そ
う

で
あ

っ
た
場
合
と
同
様

の
効
果
を
齋
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
無
意
識

の
追
善
行
為
と
し
て
の

「言
葉
」
が
、
死
後
の
苦
境
に
い
る
人
間
を
救
う
と
い
う
こ
の
話
の
展
開
は
、
場
面
の

雰
囲
気

・
情
景
も
含
め
て
丸
ご
と

「
ひ
か
り
の
素
足
」
発
想

の
ヒ
ン
ト
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
う

一
つ
は
、
何
故

「
に
ょ
ら

い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぽ
ん
第
十
六
」
な
の
か
、
と

い
う
問
題

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
引
用
し
た

「法
蓮

紗
」
の
中
に
、
日
蓮
が

「自
我
偶
の
功
徳
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
日
蓮
が
烏
龍

・
遺
龍

の
故
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事
を
引

い
た
の
も

「今
の
施
主
十
三
年
の
間
毎
朝
讃
諦
せ
ら
る
る
自
我
偶

の
功
徳
は
唯
佛
與
佛
乃
能
究
壷
な
る
べ
」
き
旨
を
説
く
為
で

あ

っ
た
。
た
だ
、
自
我
偏
そ
の
も
の
は
、
「如
来
寿
量
品
第
十
六
」

の

(文
字
通
り
)
「偶
」
の
部
分
を
指
す
の
だ
か
ら

「
に
ょ
ら
い
じ

ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
第
十
六
」
と
い
う
言
葉
と
完
全
に
重
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
が
、
日
蓮
自
身
の
言
と
し
て

「三
世
の
諸
佛
は
壽
量
品
を

命
と
し
て
、
十
方
の
菩
薩
も
自
我
偶
を
眼
目
と
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
殆
ど
同
趣
旨
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
し
、
又
童
話
的
修
飾
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(s
)

要
請
上
、
あ
あ
い
う
表
現
を
採

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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三
　
中
有
か
ら
現
世
へ

ぼ
て
し

ら
ぬ

世

界
に

け
し

の
た

ね
ほ

ど

も
菩

薩
身
を

す
て
た

ま

は
ざ

る
な_

し111

A

娚
の
短
歌
　 、

郎
1柔

中
有
の
状
態
か
ら
現
世

岱戻

さ
れ
る

0

教
義
的

に

そ
の

さ
つ

な
こ

と

が

あ

る
の

で

あ

そ・
つ
か

゜

1

歌
稿
,--.

A
v
L
ヨ

歌
稿
　

B
v

L

 

(
は

て
し
ら

ぬ
世
界

に
け

し

の
た
ね

ほ
ど
も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(m
V

菩

薩
身

を
す

て
た

ま

は
ざ
る

な
し
。
)

(
B
)

の
典

拠

は

、

「
女

人
成

佛

紗

」

の
次

の

一
節

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ル「
　
　
キ
　
　
　
　
　ば
か
リ
　
　ル「
　
　
　
　
　
ニ
ノ　
　テ
K
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(囎
)

　

　

[前

略
]

観

3
三
千
大

世
界

↓
乃

至
無
"
有

ド
如
二
芥

子
↓
許
モ
非
中
是

菩
薩

捨

二
身

命
づ
庭

植

[後

略
]

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
文

の
十
九
行
後
に
次

の
記
述
が
あ
る
。



　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

か
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(m
)

　
　

　
[前
略

]
彼

字

に
結
縁

せ
し

者
筒
炎

魔

の
磨

よ
り
露

さ
れ

六
十

四
字
を

書

し
人

は
其
父

を

天
上

へ
邊

る
。

[後

略

]

　
　

　

　
　

　

　

か
き

　

「
六

十

四

字

を

書

し

人

」
が
遺

龍

の

こ
と

を

指

す

の

は

明

ら

か

で
あ

ろ
う

。

「
彼

字

に

」
云

云

は

ど

う

い
う

こ
と

を

意

味

し

て

い
る

の

か
。

「
善

無

畏

紗

」

で
述

べ
ら

れ

て

い
る
次

の
話

を

指

し

て

い
る

と

思

わ

れ

る

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

あ
る
と
き
　
　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
よ
み
が
へ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
し
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
は
な
ト
す
ぢ

　
　

　
[
前
略

]

[工
藤
注

"
善
無
畏
三
藏
は
]
如

け
此

い
み
じ
き

人
な

れ
ど
も

一
時

に
頓

死
有

リ
幾
。

蘇

生
天
語

一.云

,
我
死
津
流
時

獄
卒

來
リ
天
鐵

,
縄

七
筋

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

ヒ
シ

　
　

付

ケ
鐵

.
杖
於
以

天
散

散
仁
さ

い
な
み
閻
魔

宮

仁
到
り
仁
幾
。
八
萬

聖
教

一
字

一
句

毛
不

レ
畳

エ
唯
法
華

経

乃
題
名

許
リ
不
畷
忘
.
。
題

名
於
思
仁
鐵
.
縄

少
シ

　
　

　
ゆ
り　
　
いき
つ
い

　
　

幾
許

怒
息

績
天
高
聲
仁
唱

へ
天
云

ク
。
今

此
三

界
皆
是

我
有

其
中

衆
生

悉
是

吾
子

而
今

此
威

多
諸
患

難

唯
我

一
人
能

爲
救

護
等

云

云
。
七

.
乃
鐵

.
縄

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

タ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(鵬
)
(t
)

　
　

切
.
砕
ケ
十
方

に
散

ス
閻
魔

冠
を
傾

ケ
天
南

庭

.
下
リ
向

.
給

幾
。
今

度

は
命

チ
不
レ
蓋

キ
土
天
被
レ
露
サ
也

土
語

り
給
機
。　

[
後
略

]

　

閻

魔

王

は

「
十

王
讃

歎

紗

」

に

も

登

場

し

て

い
た

が

、

『
普

及

版

　

本

化

聖

典

大

僻

林

　

上

巻

』

の

「
え

ん

ま

の

ち

ょ
ー

て

ー
　

　
(閻

　
　
チ
ヤ
ウ
テ
イ

魔

ノ
磨

庭

)
」

の
項

に

、

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

ナ
ク
ダ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゼ
ン
ナ
ク
リ
ヤ
ウ
ゴ
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ケ
ウ
ケ

　
　

　
[前

略

]
閻
魔

王

が
、
主

と
し

て
は

三
悪

道

に
堕

つ
べ
き
も

の
、

乃
至

は
善
悪

雨

業
定

め

が
た
き

も

の
を
裁

断
し
教

講
す

る

が
ゆ

ゑ

に
、

法

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

力
　
　
　
(m
)

　
　

庭

に
比

し

て
そ

の
場
庭

を

斯
く
名

く

。

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
善
無
畏
三
藏
は
、
地
獄
の

一
歩
手
前

(11
中
有
)
で
生
還
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

中有と追善

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(m
)

し

か

も

、

そ

の
生

還

が

「
蹄

さ

れ

」
と

受

身

表

現

に

な

っ
て

い

る

所

も

、

「
も

一
度

あ

の
も

と

の
世

界

に

帰

」
さ

れ

た

一
郎

の

場

合

と

共

通

し

て

い
る

と

言

え

よ
う

。
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以
上
で
、
「中
有
と
追
善
」
と
い
う
メ
イ

ン
・
テ
ー

マ
に
関
す
る
論
述
は
終
わ
り
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
他

の
気
付

い
た
事
を
補

説
と
し
て
述
べ
て
お
く
。
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四
　
皆
救
わ
れ
た
こ
と
等

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(㎜
)

一
、

「
「
ひ

か

り

の
素

足

」
で
注

目

さ

れ

る

の
は

、

救

わ

れ

た

の

は

一
郎

ひ
と

り

で

は

な

く

、

楢

夫

も

そ

の
他

の

子

供

ら

も

で
あ

る

」

(
分

銅
淳

作

)

と

い
う

点

で
あ

る

。

こ

れ

は
何

に

基

づ

い
て

い
る

の

で
あ

ろ

う

か

。

烏

龍

・
遺

龍

の
故

事

を

思

い
出

し

て

み

よ

う

。

「
六

十

四

　

　

か
き

字

を

書

し

人

は

其

父

を

天

上

へ
途

」

っ
た

わ

け

だ

が
、

「
邊

」

っ
た

の
は

父

だ

け

で

は

な

か

っ
た

。

父

と

一
緒

に

い
た

、

妻

子
等

の
追

善

を

空

し
く

待

ち

暮

ら

し

て

い
た

と

こ

ろ

の
罪

人

達

も

、

「
か

・
る
善

知

識

に
あ

ひ

奉

ッ
て

助

ヶ
ら

れ

」

「春

屡

と

な

り

て

切

利

天

に

の
ぼ

」

っ
て

行

っ
た

の

で
あ

っ
た

。

発

想

の
淵

源

を

、

こ

れ

に

見

る

こ
と

が

で

き

る

の

で

は

な

い
だ

ろ
う

か

。

二

、

★
　

そ

の
人
は

し
つ

か
に

み
ん
な

を
見
ま

は

し
ま

し
た
。

「
み
ん

な

ひ
ど
く
傷

を
受

け

て
ゐ
る
。

そ

れ
は

お
ま

へ
た
ち

が
自

分

で
自

分
を

傷

つ
け
た

の
だ
ぞ
。

け

れ
ど
も

そ

れ
も
何

で
も

な

い
、
」
そ

の

人

は
大

き
な

ま

っ
白

な

手

で
楢

夫

の
頭
を

な

で
ま
し

た
。
楢

夫
も

一
郎

も

そ

の
手

の
か
す

か
に

ほ
う

の
花

の
に

ほ
ひ

の
す

る

の
を
聞

き
ま

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(m
)

た

。

そ
し

て
み
ん

な

の
か
ら
だ

の
傷

は
す

っ
か

り
癒

っ
て
ゐ
た

の
で
す

。

　
i

線
部
と
…

線
部
が
因
果
関
係
に
あ
る
の
か
な
い
の
か

ハ
ッ
キ
リ
分
ら
ぬ
が
、
「法
蓮
紗
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
ヒ
ン

ト
に
な

っ
た
か
も
知
れ
な
い



中有と追善

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ
た
る

　

　

[
前

略

]
提

婆

に

は

三

十

相

あ

り

二

相

か

け

た

り

所

謂

白

毫

と

千

輻

輪

と

也

。
佛

に

二

相

劣

リ
た

り

し

か

ば

弟

子

等

輕

,
思

.
ぬ

べ
し

と

て

。
螢

火

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き
く
が
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
け

　

　

を

あ

つ
め

て

眉

間

に

つ

い

て
白

毫

と

云

ひ

千

輻

輪

に

は

鍛

冶

に

菊

形

を

つ
く

ら

せ

て

足

に

付

て

行

,
ほ

ど

に

足

嶢

て

大

事

に

な

り

結

句

死

せ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(麗
)

　

　

ん

と

せ

し

か

ば

佛

に

申

す

。

佛

御

手

を

以

て
な

で

給

ヒ
し

か

ば

苦

痛

さ

り

き

。

[後

略

]

　

た

だ

、

右

は

、

「
頭

を

な

で

」

る

の

と

は

違

う

。

頭

を

な

で

る

と

い
う

表

現

は

、

法

華
・経

に

出

て

く

る

。

「
善

賢

菩

薩

勤

獲

品

第

二

十

八

」

の

中

、

　

　

　

　

　

　

　

と
く
じ
ゆ
　
　
　
し
や
う
お
く
ね
ん
　
　
　
　そ
　
　
　ぎ
　
し
ゆ
　
　
げ
　
　
　
　
せ
っ　
　ご
と
　
　
し
ゆ
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　あ
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　ふ
　
げ
ん
　
ぎ
や
う

　

　

若

受

持

し

、

讃

請

し

、

正

憶

念

し

、
其

の
義

趣

を

解

し

、
説

の

如

く

修

行

す

る

こ

と

有

ら

ん

。

當

に

知

る

べ
し

。
是

の

人

は

、
普

賢

の

行

を

　

　

ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
む
り
や
う
む
へ
ん
　
　し
よ
ぶ
つ　
　み
も
と
　
　お
　
　
　
　
　
　
　ふ
か
　
　
ぜ
ん
ご
ん
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
ろ
も
ろ
　
に
よ
ら
い　
　
み
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
か
う
べ　
な

　

　

行

ず

る

な

り

。

無

量

無

邊

の

諸

佛

の

所

に

於

い
て

、

深

く

善

根

を

種

ゑ

た

る

な

り

。

潜

の
如

來

の

手

を

も

つ
て

、

其

の

頭

を

摩

で

ら

る

る

芝

　

　

　

え
　
　
　
　
　
(鵬
)

　

　

を

爲

ん
。

[後

略

]
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(傍

注

省

略

、

以

下

同

様

)

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ
　
け
き
や
う
　
　
じ
ゆ
ぢ
　
　
　
　
ど
く
じ
ゆ
　
　
　
し
や
う
お
く
ね
ん
　
　
　
　し
ゆ
し
ふ
　
　
　
　し
よ
し
や
　
　
　
　
　
　
　
　あ
　
　
　
　
も
の
　
　
　
　ま
さ
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
ひ
と
　
　
　
す
な
は

　

　

薯

賢

、

若

是

の

法

華

経

を

受

持

し

、

讃

諦

し

、

正

憶

念

し

、
修

習

し

、

書

窮

す

る

こ

と

有

ら

ん

者

は

、
當

に

知

る

べ
し

。

是

の

人

は

、

則

ち

　

　

し
や
か
　
む
　
に
　
ぶ
つ　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
つ
く
　
　
　
　
　こ
　
　
き
や
う
で
ん
　
　き
　
　
　
　
　ご
と
　
　
　
　ま
さ
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　こ
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　し
や
か
　
む
　
に
　
ぶ
つ　
　
く
　
や
う

　

　

繹

迦

牟

尼

佛

を

見

た

て

ま

つ

る

な

り

。

佛

口

よ

り

此

の

経

典

を

聞

く

が

如

し

。

當

に

知

る

べ
し

。

是

の
入

は

、

繹

迦

牟

尼

佛

を

供

養

す

る

な

　

　

　

　

ま
さ

し

　

　
　

こ

　
ひ
と

　
ほ
と
け
よ

　
か
な

ほ

　
　
ま
さ

し

　

　

　
こ

ひ
と

　

し
や
か
む

に

ぶ
つ

み
て

　

　

　
そ

か
う
ぺ

　

　

り

。

當

に

知

る

べ

し

。

是

の
人

は

、

佛

善

い
哉

と
讃

む

。

當

に

知

る

べ
し

。

是

の

人

は

、

繹

迦

牟

尼

佛

の

手

を

も

つ
て

、

其

の
頭

を

摩

つ

る

　

　

　

　

　

え

　
　
ま
さ

し

　

　

　
こ

ひ
と

　

し
や
か
む

に

ぶ
つ

こ
ろ
も

お
ほ

　

　

　

　
え
(421
)

　

　

こ

と

を

爲

ん

。

當

に

知

る

べ

し

。

是

の
人

は

、

繹

迦

牟

尼

佛

の

衣

に

覆

は

る

る

こ

と

を

爲

ん

。

　

又

、

勧

発

品

を

受

け

る

と

さ

れ

る

普

賢

経

に

も

次

の

よ

う

に

出

て

く

る

。

　

　

　

　

　

　

す
で
　
　
じ
つぱ
う
　
　ほ
と
け
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を
は
　
　
　
　ゆ
め
　
　
　
　
　
　
　
ざ
う
　
　
　つ
じ
や
う
　
　ひ
と
　
　
　
　こ
ん
が
う
に
ん
あ
　
　
　
　
　
　
　こ
ん
が
う
し
よ
　
　も
つ　
　
　
あ
懐
ね
　
　ろ
く
こ
ん
　
　
ぎ

　

　

[前

略

]

既

に

十

方

の
佛

を

見

た

て

ま

つ
り

已

り

て
夢

む

ら

く

。

象

の
頭

上

に

一
り

の

金

剛

人

有

り

て

、

金

剛

杵

を

以

て

、

循

く

六

根

に

擬

　

　

　

　

ろ
く
こ
ん
　
　ぎ
　
　
　を
は
　
　
　
　
　
　
ふ
げ
ん
ぼ
　
さ
つ　
ぎ
や
う
じ
や
　
　
た
め
　
　
ろ
く
こ
ん
し
や
う
じ
や
う
　
　さ
ん
げ
　
　
　
ほ
ふ
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　か
く
　
　ご
と
　
　
さ
ん
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
に
ち
　
　
　
　し
ち
に
ち

　

　

す

。

六

根

に

擬

し

己

ら

ば

、

普

賢

菩

薩

、

行

者

の
爲

に

六

根

清

浮

、

臓

悔

の

法

を

説

か

ん

。

是

の
如

く

臓

悔

す

る

こ

と

、

一
日

よ

り

七

日
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い
た
　
　
　
　
　

し
よ
ぶ
つ
げ
ん
ぜ
ん
ざ
ん
ま
い
　

ち
か
ら
　
　も
つ
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
　
ふ
げ
ん
ぽ
　
さ
つ
　
　
せ
つ
ぼ
ふ
し
や
う
ご
ん
り
き
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
　
み
み
ぜ
ん
ぜ
ん
　
　し
や
う
げ
　
　
　
こ
ゑ
　
　
き
　
　
　
　
　め
　
ゼ
ん
ぜ
ん
　
　し
や
う
げ

に

至

ら

ん

。

諸

佛

現

前

三

昧

の

力

を

以

て

の

故

に

、

普

賢

菩

薩

の

説

法

荘

嚴

力

の

故

に

、

耳

漸

漸

に

障

外

の

聲

を

聞

き

、

眼

漸

漸

に

障

外

の

じ
　
　
　
　
　
　
に
な
ぜ
ん
ぜ
ん
　

し
や
う
げ
　
　
　
か
　
　

か
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
　
　

と
　
　
　
　
　
　
め
う
に
　

け
さ
や
う
　

ご
と
　
　
　
　
こ
　
　

ろ
く
こ
ん
し
や
う
じ
や
う
　

え
　
を
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ん
じ
ん
く
わ
ん
ぎ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
ろ
も
ろ
　
あ
く

事

を

見

、

鼻

漸

漸

に

障

外

の
香

を

聞

が

ん

。
廣

く

説

く

こ

と

妙

法

華

経

の
如

し

。

是

の

六

根

清

浮

を

得

己

り

て

、

身

心

歓

喜

し

て

諸

の
悪

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ママ

さ
う
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
こ
ろ
こ
　
　
ほ
ふ
　
　も
つ
ば
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ふ
　
　
さ
う
お
う
　
　
　
　
　
　ま
た
さ
ら
　
　ひ
や
く
せ
ん
ま
ん
お
く
　

　
せ
ん
だ
　
ら
　
に
　
　
　
え
　
　
　
ま
た
ま
た
　
　
ひ
ろ
　
　ひ
や
く
せ
ん
ま
ん
お
く
　
　

む
り
や
う
　
　し
よ
ぶ
つ

想

無

か

ら

ん

。

心

是

の
法

に

純

ら

に

し

て

法

と

相

慮

せ

ん

。

復

更

に

百

千

萬

億

の

旋

陀

羅

尼

を

得

、

復

更

に

廣

く

百

千

萬

億

、

無

量

の
諸

佛

　

　

　

　

　

　

　

　

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ
　
も
ろ
も
ろ
　
せ
　
そ
ん
　お
の
お
の
みざ
　
　
　て
　
　
　
の　
　
　
　ぎ
や
う
じ
や
　
か
し
ら
　
　な
　
　
　
　
　
　し
か
　
　
ニ　
　
　
こ
と
ば
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
か
な
よ

を

見

た

て

ま

つ
ら

ん

。

是

の
諸

の

世

尊

、

各

右

の
手

を

申

べ

て

行

者

の
頭

を

摩

で

て

、
而

も

是

の
言

葉

を

作

し

た

ま

は

ん

。

「善

い

哉

善

い

か
な

だ
い
じ
よ
う

ぎ
や
う
　

も
の

だ
いし
や
う
ご
ん
し
ん

お
こ
　

も
の
　

　

　

　

　

　

　

　

わ
れ
ら
　

し
や
く
に
ち
ぽ
だ
い
し
ん

き

　

　と
き

み
茎

た
な
会

ご
と
　

②
刻

哉

、

大

乗

を

行

ず

る

者

、

大

荘

嚴

心

を

稜

せ

る

者

、

大

乗

を

念

ず

る

者

な

り

。

我

等

、

昔

日

菩

提

心

を

獲

せ

し

時

、

皆

亦

汝

の
如

し

。

磐

ご
ん
　
　
　
　
　
う
し
な
　
　
　
　
　
　

わ
れ
ら
　
せ
ん
ぜ
　
　
　
　
だ
い
じ
よ
う
　
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
　い
ま
　
し
や
う
じ
や
う
し
や
う

へ
ん

ぢ
　
　
　
み
　
　
　
な
　
　
　
　
　
な
ん
ぢ
い
ま
　
　ま
た
ま
さ
　
　
ご
ん
じ
ゆ
　
　
　
を
こ
た

勲

に

し

て

失

は

ざ

れ

。

我

等

先

世

に
、

大

乗

を

行

ぜ

し

が

故

に

、
今

、
清

浮

正

偏

知

の
身

と

成

れ

り

。

汝

今

、
亦

當

に
勤

修

し

て

慨

ら

ざ

　

　

　

　

こ
　
　
　
だ
い
じ
よ
う
き
やう
で
ん
　
　
　
　し
よ
ぶ
つ　
　
は
う
ざ
う
　
　
　
　
　
じ
つ
ば
う
さ
ん
ぜ
　
　
　
し
よ
ぶ
つ　
　
げ
ん
も
く
　
　
　
　
　
さ
ん
ぜ
　
も
ろ
も
ろ
　
に
よ
ら
い　
し
ゆ
つ
し
や
う
　
　
　
　
　
た
ね
　
　
　
　
　
こ

る

べ
し

。

此

の
大

乗

経

典

は

、
諸

佛

の

賓

藏

な

り

。

十

方

三

世

の

諸

佛

の
眼

目

な

り

。

三

世

の
諸

の
如

來

を

出

生

す

る

の
種

な

り

。

此

の

き
や
う
　
た
も
　
　
も
の
　
　
　す
な
は
ち
ぷ
つ
し
ん
　
　
た
も
　
　
　
す
な
は
　
　ぶ
つ
じ
　
　
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　

し
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

ひ
と
　
　
　
す
な
ほ
　

こ
れ
し
よ
ぶ
つ
　
　
し
よ

し
　
　
　
　
　
　
し
よ
ぶ
つ
せ
　
そ
ん

経
を

持

つ
者

は
、
即

佛

身
を

持
ち
、
即

ち
佛
事

を

行
ず

る
な

り
。
當

に
知
る

べ
し

。
是

の
人

は
、
部

ち
是

諸
佛

の
所
使

な

り
。
諸
佛

世
尊

の

こ
ろ
も
　
お
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
よ
ぶ
つ
に
よ
ら
い
　
　
し
ん
じ
つ
　
　
ほ
ふ

し
　
　
　
　
　
　な
ん
ぢ
だ
い
じ
よ
う
　
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
ほ
ふ
し
ゆ
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
ぢ
い
ま
あ
き
ら
　
　
　
　
　
と
う
ば
う
　
　
し
よ
ぶ
つ

衣

に
覆
は

れ
た

て
ま

つ
る
。

諸
佛

如
來

の
眞

實

の
法
子

な
り
。

汝

大

乗

を
行

じ

て
、
法

種
を

断
た

ざ
れ

、
汝

今

諦

か

に
、
東
方

の
諸
佛
を

く
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
　
　
こ
と
ば
　
　と
　
　
　
　
　
　
　
　

と
き
　

ぎ
や
う
じ
や
　

す
な
は
　

と
う
ば
う
　
　
い
つ
さ
い
む
り
や
う
　
　せ
　
か
い
　
　
み
　
　
　
　
　
ち
　
　
た
ひ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
た
な
ご
こ
ろ
　
ご
と
　
　
　
も
ろ
も
ろ

観

じ

た

て

ま

つ
れ

。
」
是

の

語

を

説

き

た

ま

ふ

時

、

行

者

、

即

ち

東

方

の

一
切

無

量

の

世

界

を

見

る

。

地

の
平

か

な

る

こ

と

掌

の

如

し

。
　

諸

　

た
い
ふ
　
　
　
く
り
よ
う
　
き
や
う
ご
く
な
　
　
　
　
る
　
り
　
　
　ち
　
　
　な
　
　
　
　
　わ
う
ご
ん
け
ん
じ
き
　
　
　
　じ
つば
う
　
　
せ
　
か
い
　
　
ま
た
ま
た
か
く
　
　ご
と
　
　
　
　ニ
　
　
　ぢ
　
　
　
み
　
を
は
　
　
　
　
　
す
な
は
　
　ほ
う
じ
ゆ

の
堆

阜

、

丘

陵

、

荊

棘

無

く

、

瑠

璃

を

地

と

爲

し

、

黄

金

間

側

す

。

十

方

の

世

思

も

亦

復

是

の

如

し

。

是

の

地

を

見

已

り

て
、

即
ち
賓
樹
を
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み
　

　

は
う
じ
ゆ
　
か
う
め
う
　

　

　
こ

せ
ん
ゆ

じ
ゆ
ん
　

　

　
そ
　

き
　

　
つ
ね
　
わ
う
ご
ん

ぴ
や
く
ご
ん
　
いだ
　

　

　
し
う
ー
う
し
や
う
ご
ん
　

　

　
(獅
X
U
)

見

ん

。

寳

樹

は

高

妙

に

し

て

五

千

由

旬

な

り

。

其

の
樹

は

常

に

黄

金

、

白

銀

を

出

し

て

、

七

寳

荘

嚴

ぜ

り

。

[後

略

]

(注

の

番

号

省

略

)

1

線
部
①
が
そ
う
で
あ
る
が
、
1

線
部
②
は
、

★
　

そ

の
人

は

一
郎

に
云

ひ
ま
し

た
。

　

「
お
前

は
も

一
度

あ

の
も

と

の
世
界

に
帰

る

の
だ
。

お
前

は
す

な

ほ
な

い

・
子
供

だ
。
よ

く
あ

の
棘

の
野
原

で
弟
を
棄

て
な
か

っ
た
。

あ

の

　
時

や
ぶ
れ

た

お
前

の
足
は

い
ま

は
も
う

は
だ

し

で
悪

い
剣

の
林

を
行

く

こ
と

が

で
き
る

ぞ
。
今

の
心

持
を
決

し

て
離

れ

る
な
。

お
前

の
国

に

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

(枷
)

　
は

こ

・
か
ら
沢

山

の
人
た

ち

が
行

っ
て
ゐ

る
。
よ
く

探

し

て
ほ
ん

た
う

の
道
を

習

へ
。
」

そ

の
人
は

一
郎

の
頭
を

撫

で
ま
し

た
。

[後
略

]



中有と追善

の
　

　

線

部

と

似

て

い
な

い
だ

ろ
う

か

。　

　

線

部

③

は

、

変

化

し

た

後

の

そ

の

「
国

」

の
情

景

を

描

く

ヒ

ン
ト

の

一
つ
に

な

っ
た

か

　

　

　

　

(v
)

も

知

れ

な

い
。

三

、

「
法

蓮

紗

」
中

の
、

「
此

文

字

の
中

よ

り

大

雨

降

リ
て

無

間

地

獄

の
炎

を

け

す

閻

魔

王

は
冠

を

か

た

ぶ

け

て

敬

ひ

獄

卒

は
杖

を

す

て

て

立

て

り

」
と

い
う

箇

所

の
後

半

部

と

、

「
さ

っ
き

ま

で

あ

ん

な

に

恐

ろ

し

く

見

え

た
鬼

ど

も

が

い
ま

は

み
な

す

な

ほ

に

そ

の
大

き

な

手

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(㎜
)

合

せ
首

を

低

く

垂

れ

て

み

ん

な

の
う

し

ろ

に

立

っ
て

ゐ

た

の

で
す

」

(
★
)

と

、

雰

囲

気

が
似

て

い
な

い
だ

ろ
う

か

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(131
)

四

、

同

じ

く

「
法

蓮

紗

」
の
右

の
箇

所

よ

り

四

つ
目

の
文

、

「
天

よ

り

廿

露

を

く

だ

し

て

罪

人

に
與

ふ
」
の

「
廿
露

」
は

「
チ

ョ

コ
レ

ー

ト

」

(
★
)

に
相

当

し

よ

う

。

五

、

「
善

無

畏
紗

」

中

の
次

の
文

も

、

「
ひ
か

り

の
素

足

」

の

一
節

を

思

い
起

こ

さ

せ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

ヒ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゆ
り
　
　いき
つ
い

　

　

[前

略

]
題
名

於
思

仁
鐵

.
縄
少

.
幾
許

怒
息

績
天
高

聲
仁
唱

へ
天
云
.
。
今
此

三

界
皆

是
我
有

其
中

衆
生

悉
是

吾
子

而
今

此
庭
多

諸
患

難
唯

我

一
人

　

　

能
爲

救

護
等

云
云
。

七
ッ
乃
鐵

.
縄

切
.
辞
ケ
十
方

に
散

ス
閻
魔

冠
を
傾

ケ
天
南

庭

.
下
り
向

.
給
幾
。

[後
略

]

　

★

[
前
略

]

一
郎

は

ど

こ
か
ら

か

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぼ
ん
第

十
六

。
」
と

い
ふ
や
う

な
語

が

か
す

か
な
風

の
や
う

に
又
匂

の
や
う

に

一
郎

　

　

に
感

じ

ま
し

た
。
す

る
と

何
だ

か
ま

は
り

が

ほ

っ
と
楽

に
な

っ
た
や
う

に
思

っ
て

　

　

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぽ

ん
」
と

繰
り

返
し

て

つ
ぶ
や

い
て
み
ま

し
た
。

す

る
と
前

の
方

を
行
く

鬼

が
立

ち
ど
ま

っ
て
不
思

議
さ

う

に

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(耽
)

　

　

郎

を

ふ
り

か

へ

っ
て
見
ま

し

た
。

[後

略

]

　

　

　

　

　

　

　

　
ヒ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
り

　

特

に

、

「
題

名

於
思

仁
鐵

.
縄

少

シ
幾
許

怒
」
の
呼

吸

と

、

「
す

る

と

何

だ

か

ま

は

り

が

ほ

っ
と

楽

に
な

っ
た

や

う

に
思

っ
て

」
と

が

似

て

い

る

。

又

、

一
郎

自

身

が

「
「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぽ

ん
。
」

と

繰

り

返

し

て

つ
ぶ

や

い
」

た

こ

と

は

追

善

行

為

と

は

言

え

ぬ

わ

け

だ

が
、

39



善
無
畏
三
藏
自
身
が

「今
此
三
界
」
の
文
を

「唱
へ」
た
こ
と
と
対
応
し
よ
う
。

40

 

お
　
わ
　

り
　
に

　

　

　

　

　

　
(㎜
V　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
、　
、　
、

　

「
光

の
す

あ

し

」

の
人

は

誰

か

。

確

定

的

な

意

見

に
辿

り
着

く

こ
と

が

で
き

て

い
な

い
。

「
に

ょ

ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぽ
ん

第

十

六

」
と

い
う

言

葉

、

及

び

「
法

蓮

紗

」

の

「
妙

の

一
字

[
中

略

]

攣

じ

て

金

色

.
繹

迦

佛

と

な

る

」

「
=

の
文

字

攣

じ

て

日
輪

と

な

り

日

輪

攣

じ

て
繹

迦

如

來

と

な

り

」
か

ら

す

る

と

釈

迦

仏

(
如
来

)
と

考

え

て

も

よ

さ

そ
う

で

あ

る

が
、

よ

く

分

ら

な

い
。

分

ら

な

い

の
は

、

白

く

光

る

と

い
う

こ

と

と

「
す

あ

し
」

と

い
う

こ

と

の
意

味

を

追

究

し

切

れ

て

い
な

い
か

ら

で
あ

る
。

宿

題

と

し

て

お

き

た

い
。

　

「
う

す

あ

か

り

の
国

」

が
地

獄

で

な

く

中

有

で

あ

る

と

い
う

こ

と

は

、

ほ

ぼ

証

し

得

た

と

思

う

が

、

そ

う

だ

と

し

て
も

、
何

故

一
郎

達

が

苦

し

い
目

に

合

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
の

か

(
そ
う

い
う

風
に
書

い
た

の
か

)

と

い
う

読

者

(と

し

て

)

の
疑

問

は
消

え

な

い
。

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(悩
)

蓮

遺

文

に
忠

実

で

あ

ろ

う

と

し

た

結

果

か

、

そ

れ

と

も

一
郎

達

は

救

済

の
場

面

を

強

調

す

る
為

の
犠

牲

者

で
あ

ろ

う

か

(
「
迎
意
的

」
と

は
、

こ

の
間

の
消

息
を

自
知

し

て

い
た

こ
と
を

示
す

言
葉

で
あ

ろ
う

か
)
。

も
う

一
つ
、
追
善

に
よ

っ
て
救
わ

れ
た

と

い
う

こ
と
と

、

一
郎

が

「
棘

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(搦
)

の
野
原

で
弟

を
棄

て
な

か

っ
た
」
こ
と

(に
よ

っ
て
救

わ

れ
た
よ

う

に
読
め

る
)
と

が

、

う

ま

く

噛

み

合

っ
て

い
な

い
よ

う

に

思

わ

れ

る
。

「
凝

　

　

　
(燭
V

集

を

要

す

」

と

い
う

言

葉

は

、

こ

の
辺

の
事

情

を

指

す

も

の

で
あ

っ
た

ろ

う

か

。

〔
注
〕

　

(
a
)　

続

橋
達

雄

は

「
「
ひ
か
り

の
素

足
」

は
、

[
中
略

]
罪
を

背
負

う
人

間

が
鬼

に
苛
ま

れ

る
地
獄

界

(刀
葉
林
地
獄
?
)

か
ら
、

如
来

寿

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　　
　

　

　
　
量
品

(法
華
経
)

の
う
す

あ

か
り

の
国

へ
の
幻
想
を

語
り

つ
づ
け
る
」

と
、

「
地

獄
界
」

と

「
う
す

あ

か
り

の
国
」

を
別

物

の
よ
う

に



中有と追善

　

　
書

い
て

い
る

が
、

こ
れ
は
続

橋
達

雄

の
勘
違

い
で
あ

ろ
う
。

(b

)　

山
根
知

子

に
次

の
よ
う

な
見
解

が
あ

る
。

　

し

か
し

な

が
ら
、

「
一
、

山
小

屋
」

「
二
、

峠
」

で
描

か
れ

て

い
る
仲

の
良

い
思

い
や

り

の
あ

る
無

邪
気

な
兄

弟
、

一
郎

や
楢

夫

の
よ
う
な

子
供

の

い

っ
た

い
ど

こ
に
罪
を

問
お
う

と

い
う

の
か
、

と
考

え

る
と
疑

問
を

生
ず

る
か
も

し

れ
な

い
が
、

こ
の
罪

は
、
か
え

っ
て
そ
ん
な
無

邪

気
な

子
ど

も
を

対
象

に
言

わ
れ

る
か

ら

こ
そ
、
人
間

が
無

意
識

的

に
も

つ
根
源

的
な

罪

で
あ

る
「
原

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

ゆ

罪
」

を
表

し
て

い
る

と
言
え

る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。
作

者
賢

治

が
意
識

の
深

み

に
潜

入
す

る
深
層

体
験

の
中

で
感

じ

て

い
た
、

人
間

存
在

の
奥
深

く

に
潜

む
罪

の
実
相

が
、

生
と

死

の
狭

間

を
さ

ま
よ
う

深
層

体
験

を
描

く
な

か

で
表
出

さ
れ

た
と

言
え

る

の

で
は

な
か

ろ
う

か
。
(な

お
、
兄
と
し

て

の

一
郎

の
個
人

的
な

罪

の
意
識

も
考

え
ら

れ

る
が
、
そ
れ

に

つ
い
て

は
次
章

で
考
察

す

る
)

　

要

す

る
に
、

日
常

の
表
層

意
識

か

ら
解
き

放
た

れ
な

い
潜

在
意

識

の
中

に
あ

る
自

我

の
心

の
曇

り
が
、

真

理
や
平

安

の
世
界

を

見

る

こ
と
を
妨

げ
、

自

分
に

と

っ
て
そ
れ

は
苦
悩

の
世
界

で
あ

る
と
見

る
。

そ
し

て
、

そ
れ

に
よ

っ
て
自

分

は
他

か
ら
傷

つ

け
ら

れ
苦

し
め

ら
れ

て

い
る
と
意

識
し

錯
覚

し

て
し
ま
う

。

こ
れ

が
、
潜

在
意

識

の
な

か
に
巣

く
う

人
間

の
原

罪

の
実

体

な

の

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　る
ね

だ
と

い
う
考

え

が
込

め
ら

れ
て

い
る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

右

の

「
註
」
⑧

と

は
次

の
如

し
。

　

⑧
　

分
銅
惇

作

氏
は

こ

の
鬼

の
言

葉
を

「
子
供
と

い
え

ど
も
免

れ

が
た

い
前

世
か
ら

の
先

業
思

想
を

表
現

し
た

も

の
」

(
註
②
)

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　　
ね

　

　
と

と
ら

え

て

い
る

が
、

私
は
作

品

の
構
造

と
意

識

の
深
層

と

の
関
わ

り
か

ら
本
論

の
よ
う

に
と
ら

え
た

い
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　ヨ
　

右

の

「
註
②
」

の
内

容

は
、

「
「
解
釈

と
鑑

賞
」

昭

59

・
11
」

で
あ

る

(後
出
の
注

(㎜
)
参
照
)
。

(C

)　

大

塚
常

樹
は
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
青
森

挽
歌

」
の

モ
チ

ー

フ

の
発

展
形

で
、

「
銀
河

鉄
道

の
夜

」
と

双
子

関
係

に
あ

る
と
言

っ
て
も

よ

い

「
ひ

か
り

の
素
足
」

で

は
、

雪

の
峠

で
凍

死

し
た
兄

弟

の
兄

(
一
郎

)
が
見
た

、
幻
想

的
な

二

つ
の

《
異
界
》

(鬼

の
世

界
と

天

の
世
界

)
が
描
か

れ

て

い
る
。

そ

の
初

め

の

《
鬼
》

の
住

む
世

界

で
は
、

子
供
達

が
瑞

堰

の
か

け
ら

で

で
き

た
地

面

を
歩

か
さ
れ

て
足

が

切
れ
る

が
、

41



《
鬼

》
達

は
鞭

で
た
た

い
て
無

理

に
歩

か
せ

る

の
で
あ

る
。

こ
れ

が

《
地

獄
》
な

の
か

《
餓

鬼
道

》
な

の
か

は
明
確

に
は
し

え

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　お
　

な

い
が
、
ど
ち

ら

か

で
あ

る

こ
と

は
明
白

で
あ

る

[後

略

]

42

　

　

　
何
故

「
ど

ち
ら

か

で
あ

る

こ
と

は
明
白

で
あ

る
」
の
か
は
記

さ
れ

て

い
な

い

(「明
白
」
だ
か
ら
記
す
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
)

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　レ
ね

　

　
が

(大

塚
常

樹

の
)

文
脈

に
沿

っ
て
考

え
る
な

ら

ば
、

「
三
悪

道

(畜

生
、

餓
鬼

、
地

獄
)
」

の
内

、
畜

生

に
転
生

し

て
は

い
な

い

の

　

　
だ

か
ら

、
残

る

「餓

鬼
」

か

「
地

獄
」

の

「
ど
ち
ら

か

で
あ

る

こ
と

は
明

白

で
あ

る
」

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
か

、

そ
れ
と

も
ー

 　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　め
　　
　
　
　
　
　
　
　お
　　
　
　
　
　
　
　
　り
　

　

　
右

の
引

用
文

は
、
大

塚
常

樹

が
初
出

稿
を

「手

直

し
」
し

「加
筆

」

し
た
箇

所

と
思

わ
れ

る
が
、

こ
の

「加
筆

」

の
背

景

に
、
通

説

　

　
に
加
え

て

の
五
十
嵐

茂

雄
新

説

の
摂

取

と

い
う

過
程

が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

(
d
)　

念

の
為

に
、
中
村

元

『佛
教

語

大
辞
典

縮
刷
版
』
、

「
餓
鬼

」

の
項

よ
り

引
用

し
て

お
く
。

[前

略

]
六

道

の

一
つ
の
餓
鬼

道

に
住

む
者
。

悪
業

の
報

い
と

し

て
餓
鬼

道

に
堕
ち

た
亡
者

。
飢

渇

に
苦
し

む
者

。
福
徳

の
な

い
者

が
陥

り
、

常

に
飢

え

・
渇

き

・
苦
し

み

に
悩

ま

さ
れ

て
た

ま
た

ま
食
物

を

得

て
も

、

こ
れ
を

食

べ
よ
う

と
す

る
と
、

炎

が

発

し

て
食

べ
る

こ
と

が
で
き
な

い
と

い
わ

れ

る
。

[後

喫
]

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　お
ソ

(
e
)　

但

し
、

「
「
う
す
あ

か

り

の
国
」

は
し

だ

い
に
地

獄

の
様

相
を

呈
し

始
め

る
」

と

い
う

記
述

も
あ

る
。

(
f
)　

田

口
昭
典

の
書

い
て

い
る
次

の
箇

所
も

、
意

味

が
よ
く

汲

み
取
り

難

い
。

　

賢
治

が
追

求
し

た

「
生
と

死
」
、

そ

し

て
、

そ

の
中
聞

の
領

域
を

「う

す
あ

か

り

の
国

」
と
す

る

か

「
幻
想

四
次

」
の
世
界

と

す

る

か
、
あ

る

い
は

「
中
有
」

の
世
界

と
す

る
か
、

そ

の
見
方

は

い
ろ

い
ろ
異

な

っ
て

い
て
も
、

実

は
賢
治

の
心

象

の
中

に
は
、

い

つ
で
も
存
在

し
、

自
由

に
出

入

り

の
で
き

る

い
わ

ゆ

る
ド
リ

ー

ム
ラ

ン
ド

で
は
な

か

っ
た
か
、

そ
し

て
賢

治

の
童
話
作

品

の

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　　
　

中

で
繰

り
返

し
描

か
れ

、
最

終
的

に
は

「
銀
河

鉄
道

の
夜

」

に
昇
華

し

て

い

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

　

　

　

「う

す
あ

か

り

の
国

」
と

「
「中

有
」

の
世

界
」

と

は
別
物

な

の
か
。

又
、

「
う
す

あ

か
り

の
国
」
・
「
幻
想

第
四

次
」

は
賢

治
自

身

　

　
の
表

現
で
あ

っ
て
、

「
「中

有

」

の
世
界
」

と

い
う

の
は
読

者

の
解
釈

だ
か

ら
、
次

元

が
違

お
う
。

(
g
)　

龍

谷
大
學

編

『佛

教
大

僻
彙

　
第

三
巻

』
、

「
ジ
ウ

オ
ウ
　

十

王
」
の
項
中

に
、

「
極
善

と
極

悪

と
は
中

有
な

く
し

て
直

ち

に
悪

趣

又

　

　

　
　

　

　

　れ
ソ

　

　
は
善

趣

に
入
る
」

と

い
う

一
節

が
あ

る
。

だ

か
ら

、
百

パ
ー

セ

ン
ト

中
有

の
状
態

へ
移
る

わ
け

で
は
な

い
が
、

一
郎
達

が
た

と
え

過



中有と追善

　
　
去
世

に
於

て

で
も

「極

悪
」

の
罪

を

犯
し

て

い
た

と
は
考

え

に
く

い
の
で
は
な

か

ろ
う

か
。

(h
)
　

『
日
蓮

聖
人

御
遺

文
』
に
於

て
、

「
十

王
讃
歎

釣
」

の
次

に

「
八
大

地

獄
紗
」
が

置
か
れ

て

い
る
。

す
ぐ

隣

に
地
獄

に
関
す

る
参

考

　
　
文
献

が
あ

る

の
に
、
何

故

、
わ

ざ
わ

ざ
離
れ

た
所

(順
番
で
言
え
ば
三
+
九
番
目
、
頁
数
で
言
え
ば
三
七
六
頁
も
離
れ
て
い
る
)
に
あ

る

「
顯
誘

　
　
法
紗
」

を

利
用

せ
ね

ば
な

ら
ぬ

の
か

と

い
う

疑
問

が
出

る
か
も

知

れ
な

い
。

「
顕
誘
法

砂
」

と

い
う

の
は

、
標
題

だ

け
見

て

い
て
は
、

　
　
中

に
地
獄

の

こ
と
が
書

い
て
あ

る
と

は
、
必

ず
し

も
予

測

が

つ
く

ま

い
。

賢
治

は
、

寧

ろ

「誘

法
」

に

つ
い
て
知
り

た

い
と
思

っ
て

　
　
こ

の
遺

文

を
継

い
た

の

で
は
な

か

っ
た
か
。
す

る

と
図
ら

ず
も

中

に
地
獄

に

つ
い
て
の
記
述

が
あ

っ
た

。
そ
れ

を
後

で
、
「
ひ
か

り

の

　
　
素
足

」
執
筆

の
時

に
思

い
出

し

て
、
○

印
を

付
け

た

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

「
十
王
讃

歎
砂

」
の
方
も

、
標

題
か

ら
中

味
を

推
し

量

る

　
　
こ
と

は
無

理

で
あ

る
。

賢

治
が
中

有

に

つ

い
て

の
知
識

を
得

よ
う

と
し

て
、
例

え

ば

『本

化
聖
典

大
僻

林

下
』

(書
名
は
背
文
字
に
よ
る
)

　
　

の

「
ち

ゅ
ー

う

の
た
び
　

　
(噌

有

ノ
旅
)
」
の
項

を
読

ん

だ
と
し

た
ら

・

「
「
十
王

讃
歎

紗
」
等

に
出
礎

」
と

い
う

冒
頭

の

一
文

が
目

に

　
　
飛

び
込
ん

で
来

た

に
違

い
な

い
。

か
く

し

て

「
十
王
讃

歎
紗

」
を

繕
く

に
至

り
、

「
十
王

讃
歎

紗
」
を

読

め
ば
、

す

ぐ
次

に
、

「
八
大

　
　
地
獄

紗
」

が
あ

る

の
に
気

付

い
た
筈

だ
か
ら

、
当

然

そ
れ
も
読

ん

だ

こ
と
は
考

え

ら
れ

る
ー

と
、

以
上

、
起

り
得

た

で
あ

ろ
う

ケ

　
　
ー

ス
を
想
像

し

て
み

た
次
第

で
あ

る
。

　
　

　
な

お
、

賢
治

が

「
十

王
讃
歎

紗
」
を

確

か

に
読

ん

で

い
た
証
拠

と

し
て
、

次

の
事

実

が
あ

る
。

「
賢
治

所
蔵

本

の

『
日
蓮

聖
人

御
遺

　
　
文
』

末
尾

の

「御

遺

文
類

聚
索

引
目
次

」

の
中

に
、
賢

治

が
新
た

な
項

目

・
頁
数

を
書

き
加

え

て

い
る
箇

所

が
あ

る
」

そ

の

一
番
最

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

　あ
　

　
　
初

に

「○
高

祖
大

悲

　
　

五
四
、
」
と

見
え

る

が
、
五

四
頁

と
は
、

「
十

王
讃
歎

鉛
」

の
始

ま

る
頁
な

の
で
あ
る

(「+
王
讃
歎
紗
」
は
五

　
　
四
頁
の
第

一
行
目
か
ら
始
ま

っ
て
い
て
、
五
四
頁
に
他
の
遺
文
は
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
)
。

(i

)　

「巌

」

石
は
出

て
来

な

い
が
、

身
体

が
微
塵

に
打
ち

砕
か

れ

て
は
生
き

返

る
表
現

箇
所

と
し

て
、

他

に
次

の
も

の
が
あ

る
。

☆

[前

略
]
汝

檸

な
く
悪

業
を

作

り
な

が
ら
憲

法

の
裁
断

を
あ

ざ
む

き
疑

ひ
譲

ひ
申

.條

罪

科

こ
れ
重

.
と

て
。
鐵

の
棒

を
以

て
百

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

ご
つば
う

　
度

千
度

五
禮

を

打

に
。
身
髄

手
足
破

れ

擢

る
事

微
塵

の
如
く

に
し

て
死
す

。
業
報

な

れ
ば

又
活

か

へ
る
活

か
れ

へ
ば

又
打
擢

.
也

　
　

　ロ
　

　

[後

略
]

☆

[前

略
]

獄
卒

又
髪
を

つ
か
ん

で
頭
を

引
上

鏡

に
さ
し

つ
け
。

そ
れ
見

よ
そ

れ
見

よ
と
責

る

の
み

に
非
す

棒
を

以

て
打
叩

け
ば
。

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

く
わ
つく

　
始
は

音
を
墾

て

叫

べ
と
も
後

に
は
息
も

絶

は
て

て
微
塵

の
如
く

打

擢

か
る
。
又

活

活

と

云
て
な

で
さ

す
れ

ば
又

人
と

成

て
受

け

　
　
　

　

ハ　
ご

苦
。

[
後
略

]
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(j

V　

勿
論

、

「自

業
自

得
」
と

い
う
考

え

は
、

「
十
王
讃

歎
紗

」
の
専
売
特

許

で
は
な

い
。

「
報

恩
紗

」
の
中

に
、

「
す
く

(救
)
は
ん

と
を

ぼ

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

　あ
　

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　
　お
　

　

　
せ
ど
も

自
業
自

得

果

の

へ
ん

(邊
)
は
す
く

ひ

が
た
し

」
、
「
上
野
尼

御
前

御
返

事
」
の
中

に
、
「自

業
自

得
果

う
ら

み

が
た

か
り
し

所

に
」

　

　
と
あ

る
。

更

に
、

こ
れ

が
、
仏

教

一
般

の
考

え

で
あ

る

こ
と
も
、

言
う

迄
も

な

か
ろ
う

。
た

だ
、

中
有

の
状
態

に
於

て
も

そ

れ
が
言

　

　
わ

れ

て

い
る

の
を

見

て
、

作
品

に
取

り
入

れ
た

と

い
う

こ
と
で
あ

ろ
う

(先
の
二
例
は
、
地
獄
に
堕
ち
た
こ
と
に
関
し
て
言
わ
れ
た
言
葉
で
あ

　

　
る
)
。

(
k
)　

「
[後

略
]
」
部

は
、

次

の
よ
う

に
続

い
て
ゆ
く
。

「
不

便
な

れ
ど

も
自
業

自

得

の
理
り
な

れ

ば
力
不

レ
及
。

凡
今

ま

で

の
苦

み

は
地
獄

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　　
ね

　

　
の
苦

に
拉

ぶ
れ

ば
大

海

の

一
滴

の
如

し
。

汝
彼
地

獄

の
苦
を

受

ん
時

は
如
何

す

べ
き
や

。
地

獄

の
有

様
あ

ら
あ

ら

語

て
聞

す

べ
し
」
。

　

　
以

下
、

「
地
獄

の
有

檬
」
が
述

べ
ら
れ

て

ゆ
く

の
で
あ

る

が
、

今

の
記
述

に
明
ら

か
な
よ

う

に
、
中
有

で

の
苦

し
み

と
地

獄

に
お
け

る

　

　
そ
れ
と

は
、
比

数

に
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

が
分
る

で
あ

ろ
う
。

(
1
)　

「
上
野

殿
後
家

尼
御

前
御

返
事

」

(本
文
標
題
は

「上
野
殿
後
家
尼
御
返
事
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
「高
祀
遺
文
録
封
照
目
録
」
及
び
柱
の
名
称
に
従
っ

　

　
た
)
中

に
、

次

の
記
述

が
あ

る
。

　

　
　

　
　
　

　

こ

　

　
　

　

[前

略
]
故

聖

塞
は
此

経

の
行
者

な
れ

ば

即
身
成
佛

疑

.
な

し
。
さ

の
み
な
げ

き
給

.
べ
か
ら
ず

。
又

な
げ

き
給

.
べ
き

が

凡
夫

の

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

う
へ

　

　
　

　
こ
と
わ

り
な

り
。
た

だ
し
聖

人

の
上

に
も

こ
れ
あ

る
な

り
。
繹

迦
佛
御

入
滅

の
と
き
諸

大
弟

子
等

の
さ

と

り
(悟
)
の
な

げ
き
。
凡

夫

の
ふ

る
ま

ひ
(振
舞
)を
示

し
給

.
か
。

い
か
に
も

い
か
に
も
追

善

供
養
を

心

の
を

よ
ぶ

ほ
ど

は
げ

み
給
.
べ
し
。
古
徳

の
こ
と
ば

に
も

心
地

を
九

識

に
も
ち
修

行

を
ば

六
識

に
せ

よ
と
を

し

へ
給

。
こ
と

わ
り

に
も

や
候

ら
ん
。

[後

曜
]

　

「
即
身

成
佛

疑
.
な
し

」

の
場

合

で
も

「
追
善

供
養

」
を

勧

め
て

い
る

の
だ
か

ら
、

「追

善

供
養

」

が

い
か
に
大

切
か

と

い
う

こ
と

で
あ

　
　

ろ
う

。

(
m
)　

西
山
令

子

に
次

の
説

が
あ

る
。

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぼ
ん
第

十

六
」

は

『法

華
経

』

の
本
門

の
最

肝
要

の
経
典

「如

来
寿

量

品
第
十

六
」

で
、

釈
迦

の
寿

命

が
久
遠

で
あ

る

こ
と
を

説
明

し
た
も

の
で
、

そ

の
偶

は

「
自
我
偶

」

と

か

「
久

遠
偶

」
と

呼
ば

れ
て

最
も
盛

ん

に
読
諦

さ
れ

て

い
る
。

日
蓮

言

「
凡
八

万
法
蔵

の
広

き
も

、

一
部

八
巻

の
多
き

も
、

只
是

五
字

を
説

ん
た

め
也
」

や
、

賢

治
が

そ
れ
を

常

に

読
諦

し

て

い
た

こ
と
を

考
察

す

る
時

『
妙
法

蓮
華

経
』

と
同

義
語

と

み
な
し
う

る

で
あ

ろ
う
。

言
葉

に
は
神

秘
な
力

が

こ
も

っ

44



中有と追善

て

い
る
と

い
う

思
想

は
世

界
中

に
あ

る

の
で
唱

題

が
仏

性
を

呼

び
あ

ら

わ
す

力
を

も

つ
と

い
う

設
定

に
不
自

然

さ

は
な

い
が

「南

無
妙

法
蓮

華
経

」

が

「
オ

ン
ア
ビ

ラ
ウ

ン
ケ

ン
ソ

ワ
カ
」

や

「南

無
阿

弥
陀

仏
」

な
ど

と
共

に
呪
文

と

し

て
用

い
ら
れ

て

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　　
　

い
る

こ
と
が
周

知

の
事
実

で
あ

る
た

め
、
陳

腐

と
み

な
さ

れ
て
も

仕
方

な

か
ろ
う

。

(
n
)　

「
ま

い
ら

せ
」
の
次

に

「し

」
の
字

が
脱

落
し

て

い
る
。

以
下
、

字
体

の
新

旧
、

ル
ビ

の
有

無
、

片

カ
ナ

の
送
り

仮
名

が
右
寄

り

の

　

　
小

文
字

で
あ

る

こ
と
、

「
(伯
者

)
」

が
ポ
イ

ン
ト
落
ち

右
寄

り

で
あ

る
こ
と

以
外

の
、

誤
植

と
思

わ
れ

る
箇

所
は
次

の
通
り

で
あ

る
。

　

　
　
天

に
仰
ぎ

↓
天

に
仰

き
、
入

り
給

し
か

ば
↓

入
リ
給

し
か

ば
、
八

八
六
十

四

の
満
月

↓

八
八

六
十
四

の
佛

六
十

四

の
涌

月

、
心
あ

ら

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

し　
　
　
　
　
　
よ
あ
　

　

　
ざ
れ

ど
も

↓

心

に
あ

ら

ざ
れ

ど
も
、

事

忽
に

て
↓
事
忽

忽

に

て
、
霊

良
閣
↓

塞

艮
閣

　

　
　
な
お

、

の
ち

の
鈴

木
健

司

『
宮
沢

賢
治
　

幻

想
空

間

の
構

造

』

(注
(94
)
に
既
出
)
七

二

～
七
三
頁

で

は
、

「
八
八

六
十

四

の
佛

」

の

　

　

「
の
」

が
脱

落
し

て

い
る
他

は
、

「
誤
植
」

は

正
し
く

直

さ
れ

て

い
る
。

(
o
)　

鈴
木

健
司

に
、
次

の
よ
う

に

「
十
王
讃

歎
紗

」

へ
の
言

及

が
あ

る
。

　

　
　

　
　
例
え

ば
、

日
蓮

の
書
簡

に
は
、
身

内

の
死

に
悲
し

む
信

者

に
向

か

っ
て
、
死

者

の
赴

く

場
所

と
し

て

《
霊

山
浄

土
》

を
た

び

　

　
　

　
た
び
説

い
て

い
る

が
、
賢

治

に
と

っ
て
こ

の

《
霊
山

浄
土
》

と

い
う

他
界

観
は

な
ぐ

さ
め

に
な
ら

な

か

っ
た

の
だ

ろ
う

か
コ

ま

　

　
　

　
た
、

日
蓮

の
輪
廻

思
想

が
う

か
が

わ
れ

る

「
十
王
讃

歎
紗

」
な

ど

に
は
法

華
経

供
養

に
よ

る
成
仏

や

天
界

へ
の
生

ま
れ

変
わ

り

　

　
　

　
が
説
か

れ
、
賢

治

が
納
得

し

た
か
否

か

は
別
と

し

て
、
賢

治

に
と

っ
て
理
論

的

に
は

日
蓮

教

学

か
ら

と
し
子

の
転

生
問

題
を

追

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　ぬ
　

　

　
　

　
う

こ
と

が

で
き

た

は
ず

で
あ

り
、

や
は

り
検
証

す

べ
き
事
柄

の
よ
う

に
思
う

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

マ
マ

(
P
)　

龍

佳

花

は
、

「保

阪

が
母
を

亡
く

し

た
際

に
は

日
蓮

遺

文
よ

り
法

蓮
抄

を
引

く

こ
と
三
度

に
及

ん

で

い
る

(大
正
七
年
四
月
+
八
日
・

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　ゆ
　

　

　
五
月
+
九
E
・六
月
二
+
六
日
の
書
簡
)
」
と
述

べ
て

い
る

が
、
引

用
箇

所

の
具
体

的
指
摘

は
な

い
。

な

お
、

「
保
阪

は

[
工
藤
注

"
大
正
七
年
]

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　ふ
　

　

　
六
月

一
六

日
に
母

を
亡

く
し

た
」
由

だ

か
ら
、

三

つ
の
書

簡

の
内
、

初
め

の
二

つ
は

(
日
付
か

ら
言

っ
て
)
保
阪

嘉
内

の
母

の
死
と

　

　
は
無

関
係

で
あ

ろ
う
。

(
q
)　

西

山
令

子

に
、

　

皆

が
地
獄

と
思

っ
て

い
た

そ

こ
が
浄

土

に
急

変
す

る

の
は

「
見
宝

塔
品

」

の
娑

婆

世
界

の
変
貌

に

関
す

る

「
即
変
清

浄
。

瑠

璃

為
地

。
宝

樹
荘

厳
…

…
」
、

沢

山

の
国

々
の
変

貌

「
皆
令

清

浄
。
無

有
地

獄
。

餓
鬼

。
畜

生
。

及
阿
修

羅
。
」

や
日
蓮

の

コ

45



　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

マ
マ

生

成
仏

信
心
紗

」

の

「衆

生

の
心

け
が

る
れ

ば
土
も

け

が
れ
、

心
清

け
れ

ば
土
も

清

し
と

て
浄
土

と

云
ひ
稜

土
と

云
も

土

に
二

の
隔
な

し

只
我
等

が
心

の
善
悪

に
よ
る
と

見
え

た
り

」
、

「曾

谷

入
道

殿
御

返
事
」

の

「
此
経

の
文

字

は
、
皆

悉
く

生
身

妙
覚

の

御

仏
な

り
。
然

れ

ど
我
等

は
肉

眼
な

れ
ば

文
字

と
見

る
な

り
。

例

せ
ば
餓
鬼

は

恒
河
を

火

と
見

る
。
人

は
水

と
見

る
。

天
人

は

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

マ
マ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゆ
　

甘
露

と

見
る
。

水

は

一
な

れ

ど
も
、

果
報

に
随

つ
て
別

々
な

り
。
」

が
参

考

に
な

ろ
う

。　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
マ
マ
は
西
山
)
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と

い
う

指
摘

が
あ

り
、
池

上
雄

三

が

(西

山
令

子

の
指
摘

の
内

の
)

最
後

の

「曾

谷

入
道
殿

御

返
事
」

か
ら

の
引

用
文

に
触

れ

て
、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　　ご

　

　

「
賢
治

の
講
義

を

記
録

し
た

ノ
ー

ト

に
も

、

こ

の
よ

う
な

言
葉

が
あ

る

[
工
藤
注

"

『校
本
全
集
』
第
+
四
巻

(昭
52
・
10
・
30
)
七
七
四
頁
参

　

　
照
]
」
と
補
足

し

て

い
る
が
、

「
法
蓮

鉛
」
に
も
同
様

の
文

言

の
あ

る

こ
と
を
指

摘

し
て

お
き
た

い
。

な
お

、
曾

谷
入

道
と
法

蓮

と
は

同

　

　

一
人
物

で
あ

る
。
念

の
為

。

(
r
)　

こ

の

「
=

文
文

是

眞
佛
眞

佛
説

法
利
衆

生

」
の
文
句

は
、

大
正

七
年

六
月

二
十

六

日
付

保

阪
嘉
内

宛
書

簡

(
M
75
)
と
程

近

い
時

　

　
期

、

四
月
十

八

日
に
書

か

れ
た
成
瀬

金

太
郎

宛

書
簡

(
α
5
N
5
)

の
中

に
、
引

用
符

(
カ
ギ
カ

ッ
コ
)
付

き

で
出

て
来

る

(但
し
、
「
=

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　　
　　

　

　
文
々
、
是
真
仏
、
真
仏
説
法
利
衆
生
。」
と
僅
か
に
違

っ
て
い
る
が
)
。

こ

の
書

簡

(
α
EJ

N
rD
)
は
、
龍

佳
花

の
言

及

し
て

い
た
も

の
で
あ

っ
た

(注

　

　

(p
)
参
照
)
。

こ

の
文

句
及

び

そ
れ

に
続
く

「
=

の
文
字

攣

じ
て
」
・
「
大

光
明

を
放

.
て
大

地
を

つ
き

と
を

し
三
悪

道
無

間
大

城
を

　

　
照

し
」
・
「
此
文

字

は
汝

が
眼
と

な
ら

ん
耳

と
な

ら

ん
足
と

な
ら

ん
手

と
な

ら
ん
」

と
、

書
簡

恥

75

の

「
=

の
経

の
文
字

は

不
可

思

　

　
セ

　

　
儀

の
神
力

を

以

て
母

様

の
苦
を

救

ひ
も
し

暗

い
処
を

行
か

れ

・
ば
光

と
な

り
若

し
火

の
中

に
居
ら

れ

・
ば

[中

略

]
水

と
な

り
」

と
、

　

　
表

現

の
発
想

が
似

て

い
る
と
言

え

ぬ
だ

ろ
う

か
。
な

お
、

伊
藤

雅
子

に
、

　

ま
た

日
蓮

は

『妙

法
蓮

華
経

』

の

一
々
の
文

字

が
仏

(教

主

釈
迦
如

来

)

で
あ

る

と
説
き

、
さ

ら

に
菩
薩

た
ち

の
名

を
挙

げ

る

こ
と
も

あ

っ
た
。

い
わ

く

<
法
華

経

の
題

目
を

つ
ね

は

・
と
な

へ
さ

せ
給

へ
ば
此

の
妙

の
文

じ
御

つ
か
ひ

に
変

ぜ
さ

せ
給

い
・

或

は
文
殊

師
利

菩
薩

或

は
普

賢

菩
薩

或
は

上
行
菩

薩

或

は
不

軽
菩

薩

等

と
な

ら

せ
給

う
な

り

〉
。
ま

た

〈
妙

の
文

字

は
三

十

二

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　　
　

相

・
八

十
種
好

・
円
備

せ
さ

せ
給
う

釈
迦

如
来

に

て
お
は

し
ま
す

〉

「
妙
心

尼
御
前

御

返
事
」

(弘

安
三

月
五

月
)

と
。

　

　
と

い
う
指

摘

が
あ
り

、

(伊

藤

雅
子

は
言
及

し

て

い
な

い
が
、
)
こ

の

「
妙
心
尼

御
前

御
返

事
」

(弘
安
三
年
五
月
)
中

に
も

「
天
台

大
師

.

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　
ナ
リ
　
　
ハ　
ロ

　

　
云

ク
一
一
文

文

是
眞
佛

等

云
云
」

と
出

て

い
る
。

但
し

、
見

て

明
ら
か

な
よ
う

に
、
後

半

の
文

句

は
な

い
。

(
s
)　

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ゃ
う

ぽ
ん
第

十
六
」

に
関

し

て
、
八

木
公

生

に
次

の
説

が
あ

る
。



中有 と追善

　

誰

が
そ

の
こ
と

ば
を
発

し

た

の
か
。
登

場
人

物

の
誰

で
も

な

い
こ
と
は

た
し

か

で
あ

る
。

で

は
、
誰

が
　

　
。

こ

の
疑
問

に

答

え

て
く

れ

る

の
は
、
巨

き
な

光

る
人

の
次

の
発
言

で
あ

る
。

　

「
こ
わ

い
こ
と

は
な

い
。

お
ま
え

た
ち

の
罪

は
、

こ

の
世
界
を

包

む
大
き

な
徳

の
力

に
く

ら

べ
れ
ば

、
太

陽

の
光
と
あ

ざ

み

　
　

と
げ

　

の
棘

の
さ
き

の
小
さ
な

露

の
よ
う

な
も

ん
だ
。

な

ん

に
も

こ
わ

い
こ
と

は
な

い
」

　

こ
れ

は
、

に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ょ
う

ぼ
ん

」
と

い
う

こ
と

ば

の
起

源

が
、

こ

の
世
界
を

包

む
大
き

な
徳

の
力

そ

の
も

の
で
あ

る

こ
と
を

示
唆

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
こ

に
は
、

一
郎

の
献
身

的
行

為

は
、

こ

の
世

界
を
包

む
大

き

な
徳

の
力
、

そ

の

ひ
と

つ
の
か

た
ち

で
あ

る

「
に

ょ
ら

い
じ

ゅ
り

ょ
う

ぼ
ん
」

に
あ

ず

か
る

こ
と

に
お

い
て
初

め

て
、

そ

の
十

全
な
意

義
、

つ
ま

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　の
　

り
救

済

(蘇
生

)

に
値
す

る
価

値
を

担

い
得

る
と

い
う

理
解

が
あ

る
よ

う

に
思
う

。

　
1

線

部

に
対

し
て
、

隔
靴

掻
痒

の
感

を
覚

え

る

の
は

、

「
こ

の
世

界
を
包

む
大
き

な
徳

の
力
」

と

は
何

か
?

そ

の
根

拠

は
?

と
、

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ
マ

更

に

問

い
た

く

な

る

か

ら

で
あ

る

(「
光
る
人
」
の
発

言
の
中
で
は
、

こ
れ
は

「お
ま
え
た
ち

の
罪
」
と
そ

の
対
比

で
用

い
ら
れ

て

い
る
の
で
、
文
脈
上

そ
れ
以
上

の
根
拠

が
要

請
さ
れ
な

い
)
。

八

木

公

生

は

、

　

　
　
　

[前

略
]
イ

ー

ハ
ト

ヴ

に
お

け
る
絶

対
的

な
救
済

者

は
、

超
越

〈
者

〉
と

い
う
よ

り

は
む
し

ろ
超
越

〈
そ

の
も

の
〉
、
賢

治
自

身

　

　
　
　

の
こ
と

ば
を

用

い
れ
ば

「
世
界

自
身

の
発

展
」

そ
れ

自
体

と
し

て
把
握

す

る

こ
と
が

で
き
よ

う
。

賢
治

に
お

い
て
は
、

い
わ

ば

　

　
　
　

「
世
界
自

身
」

に
内

在
し

た
救

済
力

こ
そ
が
信

じ
ら

れ

て

い
た

の

で
あ

り
、

超
越

者
的

な
相

貌
を

も

っ
た
如

来
や
神

は

、
そ

の

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

　　
　

　

　
　
　
救
済

力

の

一
契

機

と
し

て

の
位

置

し
か
持

っ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

　

　
と

い
う

見
解

を
用
意

し

て

い
る

の
で
あ

る
が
、

賢
治

の
発

想

は
、
も

っ
と

即
物
的

な

ら
ぬ

即
仏
的

(
11
即
仏
教
的
)
な
も

の
で
は
な

か

　

　

っ
た

ろ
う

か
。

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　の
　

(
t
)　

「善

無

畏
三

藏
砂

」

に
も
同
趣

旨

の
話

が
あ

る
が
、

現
世

に
戻

さ
れ

た

こ
と
は

記
さ

れ

て

い
な

い
。

又
、

「報

恩

砂
」

に
は
次

の
よ

　

　
う

に
あ

る
。

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
な
ち
つ

　

　
　
　

[前

略
]

忽

に
頓

死
し

て
二
人

の
獄

卒

に
鐵

の
縄
七

つ
け

ら
れ

て
閻
魔

王
宮

に

い
た

り
ぬ
。

命

い
ま
だ

つ
き
ず

と

い
ゐ

て
か

へ

　

　
　
　
さ

れ
し

に
。
法

華
経

誘
法

と
や

れ
も

ひ
け

ん
眞
言

の
観

念

印

眞

言
等

を
ぱ

な
げ

す

て
て
。
法

華

経

の
今

此

三
界

の
文
を

唱

へ
て
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き
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　リ
リ

縄

も

切

か

へ
さ

れ

給

,
ぬ

。

[後

略

]
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と
き
　
　
じ
つば
う
　
　ほ
と
け
お
の
お
の
み
ぎ
　
　
て
　
　
　
の　
　
　
　
　
　
ざ
や
う
じ
や
　
　か
し
ら
　
　な
　
　
　
　
　
　
　か
く
　
　
こ
と
　
　
　
　こ
と
ば
　
　な
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

(
u
)　

も

う

一
箇

所

、

「
時

に

十

方

の
佛

、

各

右

の
手

を

伸

べ

て

、

行

者

の

頭

を

摩

で

て

、

是

の

如

き

の

言

を

作

し

た

ま

は

ん

」

と

あ

　

　

り

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　　
ね

(
v
)
　

伊

藤

雅

子

に

、

普

賢

経

へ

の
言

及

、

及

び

そ

れ

に

関

す

る

論

述

が

あ

る

。

又

、

変

化

し

た

後

の

そ

の

「
国

」

の
情

景

に

つ

い

て

は

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　の
　

　

　

西

山

令

子

・
小

原

忠

・
分

銅

淳

作

・
伊

藤

雅

子

等

に

説

が

あ

る

。

(
1
)
　

伊

藤
雅

子

「光

の
す

あ

し
は
誰

か
」

(『賢
治
研
究
』
60

〔平
5
・
5
・
30
〕
二
八
頁
)
。

(
2
)
　

続

橋
達
雄

『宮

沢
賢

治

・
童
話

の
世

界
』

(昭
44

・
10

・
5

桜
楓
社
)
九

〇
頁
。

(3
)　

『校
本

宮

澤
賢

治
全

集
第

七
巻

』

(
昭
48
・
5
・
15
初
版
未
見

昭
51

・
6
・
15
初
版
二
刷
所
見

筑
摩
書
房

以
下
同
全
集
を

『校
本
全
集
』
と
略
記

　
　
し
発
行
所
名
を
省
略
す
る
)

二
八

六
頁
。

以

下
同
書

よ

り

の
引

用

は
、
頁

数

の
み
記
す

。

(
4
)
　

山

根

知

子

「宮

沢

賢

治

「
ひ

か

り

の
素

足

」

試

論
-

意
識

の
深
層
を

め
ぐ

っ
て
ー

」

(『國
文
目
白
』
第

三
+

一
号

〔平
3
・
11
・30
〕
;

二
四

　
　
ー
二
三
五
頁
)
。

(5
)　

同

右
、

二
三

九
頁
。

(6
)
　

同

右
、

二
三

八
頁
。

(
7
)
　

西

山
令

子

「
「
ひ
か

り

の
素

足
」

考
」

(『児
童
文
学
研
究
』
第
12
号

〔81
・
7

〈複
写
所
見
に
よ
り
発
行
日
不
明
〉
〕

一
七
頁
)
。

(8
)　

二
八
六
頁

。

(9
)
　

二

八
七
頁

(
10
)
　

同

右
。

(
11
)　

編
輯

校
訂

/
出

版
願

主

・
故
加
藤

文
雅

、
編
輯

兼
獲

行
人

・
組

書
普

及
曾

代
表
加
藤

丈

雄

『
日
蓮

聖

人
御

遺
文

』

(明
37

・
8

・
28
初

　
　
版
未
見

昭
8

・
4
・
28
第
+
四
版
所
見

焚
費
所

・
日
蓮
宗
傳
道
組
合
代
理
部
)
四

三
〇

～
四

三
七
頁

。
以

下
同

書
を

通
称

に
従

っ
て

『
縮
遺

』

　
　
と
略

記
す

る
。

(12
)　

五

十
嵐
茂

雄

「
「
ひ
か

り

の
素

足
」

の
諸
相

」

(『か
な
が
わ
高
校
国
語
の
研
究

(第
二
+
八
集
)』
〔平
・4
・11
・4

神
奈
川
県
立
岸
根
高
等
学
校

(内
V

　
　
神
奈
川
県
高
等
学
校
教
科
研
究
会
国
語
部
会
編
集
〕
三
〇
頁
)
。
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コ
スモ
ロジ
　

(
13

)　

大

塚
常

樹

「
「
青
森

挽
歌

」
論

」

(
『宮
沢
賢
治

心
象
の
宇
宙
論
』
〔聰
・
7
・
20

朝
文
社
〕
二
七
八
頁
)。

(
14
)　

同
右
、

二

七
七
頁

。

(
15
)　

大

塚
常

樹

「宮

沢

賢
治

、
そ

の
イ

ン
ド
的

生
命

宇
宙
論

「春
と
修
羅
」を
中
心
に
」

(『宮
沢
賢
治
』
第
+

一
号

〔祝

・
-
・
20

洋
々
社
〕
)

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

コ
ス
モ
ロ
ジ
ロ

(
16

)　

(前
出
)
大

塚
常
樹

『宮

沢
賢

治
　

心
象

の
宇

宙
論

』
三

二
三

二

二
二
六
頁

。

(
17
)　

同

右
、

三

二
三
頁
。

(18
)　

(前
出
)
五

十
嵐
茂

雄

「
「
ひ
か
り

の
素

足
」

の
諸
相

」
、

三

一
頁

。

(19
)　

『校

本
全

集
第

十

二
巻
㈲

』

(昭
51

・
5

・
30
)
三

五
九

～
三

六
〇

頁
。

(20

)　

『縮

遺
』

一
五
九

四
～

一
五
九

七
頁
。

(
21
)　

中

村

元

『佛

教
語

大
辞

典
縮
刷
版
』

(昭
56

・
5

・
20
第

一
刷
未
見

昭
60

・
6

・
14
第
五
刷
所
見

東
京
書
籍
V

一
六

二
頁
。

(22
)　

島

地
大

等

『
獺
脚
妙
法

蓮
華

経
』

(大
3

・
8

・
28
初
版
未
見

大
15

・
10
・
-
二
+
七
版
所
見

明
治
書
院
V

の

「
法
華
字

解

」

の
五
頁
、

「餓

　
　
鬼
」

の
項

。

(23

)　

平

尾
隆

弘

『宮

沢

賢
治

』

(
78

・
11

・
20
　
国
文
社
)
三

〇

八
頁
。

(24
V　

田
口
昭

典

『
賢
治
童

話

の
生

と
死
』

(昭
62

・
6

・
15

洋

々
社
)

一
九

七
ー

一
九
八

頁
。

　
　
　
引

用
文

中
、

「
註
」
⑥

の
内
容

は

「
平

尾
隆

弘
　
宮

沢
賢

治
　

　
(
国
文
社

)
」
、

ω

は

「龍

佳
花

　
宮

沢
賢

治
を

も
と

め

て

「
青

森
挽

　
　
歌
」

論
　

(洋

々
社

)
」
、
⑧

は

「
仏
教

説
話

大
系

第

二
十
巻

　
地

獄
と
極

楽
　

　
(す

ず
き

出
版

ご

(以
上
二
四
七
頁
V

で
あ

る
。

(
25
)　

同
右
、

一
九

六

～

一
九

七
頁
。

(
26
)　

同
右
、

二

〇

一
頁

。

(
27
)　

(前
出
)
五

十
嵐

茂
雄

「
「
ひ
か

り

の
素

足
」

の
諸
相

」
、

三
〇

頁
。

(
28
)　

田

口
昭

典

「
私
見

　
宮

沢
賢

治
　

生
と
死
に
つ
い
て
口
」

(『時
圏
』
第
+
号

〔秘

・
3
・
3

盛
岡
市
山
岸
二
丁
旦

五
-
八

時
圏
社

発
行
〕)

(
29
)　

(前
出
)

田
口
昭

典

『賢

治
童

話

の
生

と
死
』

二
五

一
頁

。

(30
)　

同

右
、

二

一
〇
頁
。

(
31
>　

龍

谷
大

學
編

『佛
教

大

僻
彙

　
第

三
巻

』

(大
5

・
12

・
23
初
版
発
行
未
見

昭
48

・
7

・
25
再
版
発
行
所
見

冨
山
房
)

一
八

一
八
頁

。

又
、

　
　

『縮

遺
』

五

五
頁

に
も
同

趣
旨

の
文

言

が
あ

る
。

(
32

)　

斎

藤

文

一

『
宮

澤

賢

治

i

四
次

元
論

の
展
開
』

(91

・
2

・
25
　
国
文
社
)

七

五

一
頁

。

49



(33
)　

田
中
智
学

監
修

『普

及
版

　
本

化
聖

典
大

僻
林

　
下
巻

』

(書
名
は
奥
付
に
よ
る
。
大
9
・
12

・
-

原
本
発
行
未
見

昭
63

・
-o

・
12
普
及
版
　

50

　
　
発
行
所
見

国
書
刊
行
会
)

二
四

一
二
頁
。

(34
)　

(前
出
)

『校
本

全
集

第

十
二
巻

㈲
』

五
四

八
頁

。

(35
)　

『縮

遺
』

54
頁
。

以

下

「
十
王
讃

歎
紗

」

よ
り

の
引

用
は
、

ア

ラ
ビ

ア
数
字

で
頁
数

の
み
示
す

。

(36
)　

二
八

二
頁

。

(37
)
　

55
頁
。

(38

)　

以

上
、

59
頁
。

(39
)
　

55
頁
。

(
40

V　

二
八
七
頁

。

(41
)
　

55
頁
。

(
42

)　

二
八
五

～
二

八
六
頁

。

(43
)
　

56
頁

。

(
44
)　

以

上
、

二
八

二
頁
。

(45
)
　

以

上
、

二
八
三

頁
。

(46
)　

以

上
、

二
八

四
頁
。

(47

)　

以

上
、

二
八

五
頁
。

(48
)　

二

八
六
頁

。

(
49
)　

以

上
、

二
八

七
頁
。

(50
V　

以

上
、

二
八

八
頁
。

(51
)
　

「
注
文

の
多

い
料
理
店

」

(『校
本
全
集
第
+

一
巻
』
〔昭
49
・
9
・
15
初
版
未
見

昭
51
・
6
・
15
初
版
二
刷
所
見
〕
三
六
頁
)。

(52
)　

以

上
、

二
八

二
頁
。

(53
)　

以

上
、

二
八

三
頁
。

(54
)　

以

上
、

二
八
四

頁
。

(55
)　

以

上
、

二
八
五

頁
。
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(56

)　

以

上

、

二

八

六

頁

。

(57

)　

以

上

、

二

八

七

頁

。

(
58

)
　

56
頁

。

(59

)　

65

～

66

頁

。

(60

)　

二

八

六

頁

。

(
61

)　

57

～

58

頁

。

(62

)
　

69

頁

。

(
63

V　

二

入

四

～

二

八

五

頁

。

(64

)
　

64
頁

。

(
65

)
　

68

頁

。

(
66

V
　

58

頁

。

(67

V　

二

八

二
頁

。

(68

V

67

頁

。

(69

)
　

70

頁

。

(
70

)
　

74

頁

。

(71

)
　

77
頁

。

(
72

)　

79

～

80

頁

。

(73

)　

二

八

七

頁

。

(
74

)　

二

八

九

頁

。

(
75

)　

『
縮

遺

』

一
五

〇

〇

頁

。

(76

)　

同

右

、

二

〇

七

八

頁

。

(77

V
　

72

頁

。

(
78

)　

二

八

七

頁

。

(
79

)　

池

上

雄

三

「
「
ひ

か

り

の
素

足

」
」

(『國
文
學

i
解
釈
と
教
材
の
研
究
1
』
第
34
巻

14
号

〔平
元

・
12

・
20
〕

八
三
頁

)
。

51



(
80

)　

60

～

61

頁

。

(
81

)　

62

～

63

頁

。

(
82

)　

63

～

65

頁

。

(
83

)　

68

～

69

頁

。

(
84

)　

69

～

72

頁

。

(
85

)　

73

頁

。

(
86

)　

74

～

75

頁

。

(
87

)　

76

～

77

頁

。

(
88

)　

77

頁

。

(
89

)　

80

頁

。

(90

)　

『
縮

遺

』

一
〇

五

二

～

一
〇

五

三

頁

。

(91

)　

二

八

八

頁

。

(92

)　

(前
出
)

西

山

令

子

「
「
ひ

か

り

の
素

足

」

考

」
、

一
八

頁

。

(93

)　

『校

本

全

集

第

十

三

巻

』

(昭
49

・
12

・
20
初
版
未

見

昭
51

・
6

・
15
初
版

二
刷
所
見
)

八

八

～

八

九

頁

。

(94

)　

以

上

、

鈴

木

健

司

「
と

し

子

・
転

生

」

(
〔前
出
〕

『宮
沢
賢
治
』
第
+

一
号

二

一
五
頁
。

の
ち
鈴
木
健
司

『宮
沢
賢
治

幻
想
空
間

の
構
造

』
〔秘
.

　

　

11

・
25
　
蒼
丘
書
林
〕

に

「
第
3
章
　
死
後

の
行
方
　
と
し
子

・
転
生
」
と
改
題

し
て
収
、
七
〇
頁
)
。

(95

)　

以

上

、

『縮

遺

』

二

〇

七

八

ー

二

〇

七

九

頁

、

及

び

背

文

字

に

拠

る

。

(96

)　

(前
出

)

鈴

木

健

司

「と

し

子

・
転

生

」

(『宮
沢
賢
治
』
第
+

一
号

二

一
六

～
二

一
七
頁
。

『宮
沢
賢
治

幻
想
空
間

の
構

造
』
七

一
～
七
三
頁
。
引

　

　

用
は
初
出
よ
り
)
。

(97

)　

同

右

、

二

一
四

頁

。

六

八

頁

。

引

用

は

初

出

よ

り

。

(98

)　

龍

佳

花

『宮

沢

賢

治

を

も

と

め

て
　

　

〈
青

森

挽

歌

〉

論

』

(85

・
11

・
30

洋

々
社
)

一
九

四

頁

。

(99

)　

堀

尾

青

史

編

著

『
宮

沢

賢

治

年

譜

』

(91

・
2

・
28
　

筑
摩
書

房
)

九

三

頁

。

(oo1

)　

『縮

遺

』

=

六

〇

～

一

一
六

三

頁

。

(
㎜

)　

同

右

、

二

〇

七

八

～

二

〇

七

九

頁

。
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中有と追善

(
201
)　

(前
出
)
西

山
令

子

「
「
ひ
か
り

の
素
足

」
考

」
、

一
九
頁

。

(
301
)　

(前
出
)
池

上
雄

三

「
「
ひ
か
り

の
素
足

」
」
、

八
三

頁
。

(
㎝1
)　

(前
出
)

『校

本

全
集
第

十

三
巻
』

六

一
頁
。

(
051
)　

(前
出
)
伊

藤
雅

子

「
光

の
す

あ

し
は

誰
か
」
、

二
九
頁
。

(
601
)　

『縮

遺

』

一
九

四

七
頁
。

(
701
)
　

同

右
、

一
一
六
三

～

=

六

六
頁
。

(
鵬
)　

同

右
、

二
〇

七
八

ー
二

〇
七

九
頁
。

(
901
)　

八
木

公
生

「
イ

ー

ハ
ト

ヴ

は

ユ
ー
ト
ピ

ア

か

1
童
話
に
み
る
救
済
の
構
造
1
」

(『仏
教
』

鳳
13

〔髄

・
10
・
15
〕

一
四
九
頁
V
。

な

お
、

「
本
稿

　
　

に
お
け

る
宮
沢

賢
治

か
ら

の
引

用

は
、

「角

川
文

庫
」
所
収

の
本

文

に
よ

っ
た
。
な

お
、

適
宣

『
宮

沢
賢

治
全
集

』

(ち
く

ま
文
庫

版

V

　
　
も
参

照

し
た
L

(
一
五
二
頁
)
由

。

(
O11
)　

同

右
、

一
五

二
頁
。

(
m
)　

『校

本

全
集
第

一
巻

』

(昭
48

・
11

・
15
初
版
未
見

昭
51

・
6

・
15
初
版
二
刷
所
見
)

五
九
頁

。

(
211
)　

同

右
、

二
〇

七
頁
。

(
311
)　

『縮

遺

』
五

三
二
頁

。

(
411
)　

同
右

、
五

三
三
頁

。

(
511
)　

同
右
、

=
二
四
三

頁
。

(
611
)　

同
右
、

六

四
五

～
六
四

七
頁

。

(
711
)　

同
右
、

一
四
八

八
頁
。

(
811
)　

田
中
智

学
監

修

『普

及

版
　

本
化
聖
典

大

僻
林

　

上
巻
』

(書
名
は
奥
付
に
よ
る
。
大
9

・
12

・
-

原
本
発
行
未
見

昭
63

・
10

・
12
普
及
版

　
　
発
行
所
見

国
書
刊
行
会
)
六

一
五
頁

。

(
911
)　

二
九

二
頁
。

(
021

)　

分

銅

淳

作

「
「
ひ

か

り

の
素

足

」

1

浄
土
の
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
ー

」

(『
国
文
学

解
釈

と
鑑
賞
』
第
49
巻

13
号

〔昭
59
・11
i

〕
八
〇
頁

)
。

な

　
　
お

、
注

(b
)
に
出

て
く

る

「
分
銅
淳

作
氏

」

の
論
文

と

は
こ
れ

で
あ

る
。

(
121
)　

二
八

九
頁
。
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(
221
)　

『縮

遺
』

一
一
五

四
～

一

一
五

五
頁
。

(
321

)　

(前
出
)

『蠣
鮪
妙
法
蓮

華

経
』

六
〇

五
頁
。

(
421
)　

同

右
、

六
〇

七

ー
六
〇

入
頁
。

(
521
)

「
羅

羅

餓

巌

隷

磁

う
滋

繧

」

(編
難

/
馨

者
・
國
民
葦

刊
行
會

・國
課
大
轟

第
三
冊

(璽

)』
〔書
名
は
扉
に
よ
る
・
大
・
・6
・

　
　
20
　
國
民
文
庫
刊
行
會
〕
九
ー

一
Q
頁
)
。

(鵬

)　

同

右
、

二
〇
頁

。

(
721
)　

二
九

二
頁
。

(鵬

)　

伊

藤
雅

子

「修

羅

の
悟

り

「
春
と
修
羅
」
の
主
題
」

(
〔前
出
〕

『宮
沢
賢
治
』
第
+

一
号

一
〇
〇
頁
)
、
及

び

(前
出
)

「
光

の
す

あ

し

は
誰

　
　
か
」
、
三

〇
ー
三

二
頁

。

(921
)　

(前
出
)
西

山
令

子

「
「
ひ
か

り

の
素

足

」
考
」
、

一
九

～
二
〇

頁
。

小
原

忠

「
ひ
か

り

の
素

足
」

(『賢
治
研
究
』
32

〔昭
58
・4
・20
〕
九

　
　
頁
)
。

(前
出
)

分
銅
淳

作

「
「
ひ
か
り

の
素

足

」
」
、

七
八

～
七

九
頁
。

(前
出
)

伊
藤

雅
子

「
光

の
す

あ
し

は
誰

か
」
、

二

八
頁
。

(
031
)　

二
八
九

頁
。

(
131
)　

二
九

一
頁
。

(
231

)　

二
八

八
頁
。

(331
)
　

同

右
。

(
431
)
　

四

二
九
頁

。

(531
)　

二
九

二
頁
。

(631
)　

四

二
九
頁

。
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