
王
仏
冥
合

に

つ
い
て度

田

頼

道

上
仏
冥
合
を
現
実

に
約
し
て
論
ぜ
よ
と

い
う

こ
と
だ
が
、
私
に

ま①
今
さ
ら

②
今
頃

と

い
う
感
覚

に
さ

い
な
ま
れ
る
次
第

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
①

の
今

さ
ら
と
は
今
日
迄
我
身
我
宗

の
こ
と
で
な
く
対
岸

の
火
事
と
し
て

受
取

っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
と

の
疑
間
で
あ
り
。
②

の
今
頃
と
は
、　
一
体
今
迄
は
ど

の
様
に
考
え
て
い
ら
し
た

の
か
？

日
蓮
正
宗

の
僧
侶

は
ど

の
様

に
認
識
し
て
い
る
べ
き
で
あ

っ
た

の

か
？
　
と

い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
王
仏
冥
合

」
に

つ
い
て
は
、

創
価
学
会
が
先
行
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
認
識
解
釈
に
宿
借
的
に

一
宗
が
寄
生
し
て
い
た
の
で
す
か
？
　
と

い
う
疑
間
で
あ
り
ま
す
。

昨
年

（
昭
和
五
十
四
年
）
八
月
私

は
別
紙

の
ご
と
く

『
日
蓮
正
宗

の
信
心
を
し

つ
つ
公
明
党
を
支
持
し
な
け
れ
ば
罰
が
当
る
と
信
じ

て
い
る
皆
さ
ん

ヘ
ー
』

と

い
う
プ
リ
ン
ト
を
誤
解
せ
る
多
く

の
日
蓮
正
宗

の
信
者
さ
ん
に

配
布
し
た
。

こ
の
中

に
は
、

日
蓮
正
宗

の
信
仰
を
創
価
学
会
と

い

う
宗
教
法
人
に
の

っ
と

っ
て
な
さ

っ
て
い
る
人

々
へ
の
警
声
と

い

う
意
味
か
ら
誤
ま
れ
る
現
実
の
姿
に
対
し
て
生
々
し
い
指
摘
を
さ

せ
て
も
ら

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
教
学
部
並
御
宗
門
役
僧
の

方
々
に
も
、
こ
の
プ
リ
ン
ト
に
示
さ
れ
る
信
徒
の
あ
り
方
が
正
か

邪
か
、
正
し
く
信
徒
を
成
仏
せ
し
め
て
行
く
為
に
も
、
政
治
的
シ

ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
で
な
く
選
挙
の
為
ｔ
下
座
迄
し
て
い
る
人
々
、
選

挙
の
た
び
に
御
本
尊
の
退
転
と
捨
て
ら
れ
る
本
尊
の
実
体
に
、
そ

の
誤
れ
る
姿
勢
を
指
摘
し
善
導
し
て
や

っ
て
い
た
だ
き
た
い
し
、

誠
意
あ
る
姿
勢
を
少
し
は
示
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
王
仏
冥
合

」
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
古
く
か
ら
日
蓮
正
宗
の

教
学
上
に
残
さ
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、
近
年
戸
田
城
聖
氏
に
よ

っ

て
作
ら
れ
適
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
出
所
は
三
大
秘
法
稟

承
事

（新
定
３
１
２８３
Ｐ
）
の

曲嘲】岬〓辞』・い囃一ｒ〔持チ法喘〉有．法に】申徳．

也

。

三

国

拉

に

一
閣

浮

提

の
人

懺

悔

滅

罪

の

戒

法

の

み

な

ら

ず

、

大

梵

天

王

、

帝

釈

等

之

来

下

し

て

陽

給

べ

き

戒

壇

也

。

立ス御 比

戒 教 丘

聾 フ書 の

者 を 其
歎 申ン乃
°
 下ン往

可 で を

`言

:嘉

:[ι

事 山 悪′
の 浄 未

戒 _土 来

法 最
~時 ~

と 勝ノ
｀

層ザ ]警
是 _建 拉ヒ
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と
の
、
妙
信
講
の
い
う
戒
壇
問
題
も
か
ら
み
そ
の
解
釈
に
種
々
異

説
の
あ
る
御
文
で
あ
る
。

「
王
仏
冥
合

」
は
こ
の
文
の
初
め
に
条

件
と
し
て
一不
さ
れ
る
。

の
文
を
も

っ
て

「
王
仏
冥
合

」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
冥
と

は
辞
書
を
引
く
と
、

（
角
川
新
字
源

・０２
Ｐ

）
よ
る

（
夜

）
。
や
み
。

く
ら
が
り
涙
遠
な
道
理
。
日

に
見
え
な
い
。
神
仏

の
作
用
に

つ
い

て
い
一９
。

と
あ
り
、

「
冥
合

」
の
解
釈

は

知
ら
ず
知
ら
ず

の
内

に
合
致
す
る
。

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
仏
法
は
体
、
世
法
は
影
、
体
曲
れ
ば
影
な
な
め
な
り

」
の
大

聖
人

の
教

え
に
順
じ
て
こ
の
冥
合

の
作
用
を
考
え
る
時
、

も
な
く
長
く
西
側

へ
な
ん

の
影
か
も
わ
か
ら
な

い
ほ
ど
落
す
が
、

日
が
中
天
に
む
か
う
に

つ
れ
、
影
は
小
さ
く
な
り
薄
く
な

っ
て
行

く

の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
す
る
影
だ
け
を
見
て
、
人

々
は
こ
の
本
体

が
鉄

で
出
来
、
高
さ

５０

れ
、
直
径

５

れ
の
物
体

の
影
で
あ
る
と
分

析
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ん
ど
ん
小
さ
く

な
る
影
を
追

っ
て
本
体
に
近
ず
き
影
が
な
く
な
り
本
体

に
触
れ
た

時
、
影
を
落
し
て
い
た
物
体

の
正
体

に
気
付
き
、
正
体
が
な
し
て

い
た
所

の
影
と

い
う
形

の
作
用
に
気
付
く

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
本

体
は
仏
法
で
あ
り
、
太
陽

の
運
行
は
衆
生

の
機
根

の
調
熟
と
時

で

あ
る
。

つ
ま
り
冥
合
と
は
こ
の
様

に
西

へ
尾
を
引
く
長

い
影
が
、

本
体

に
近
付
く
が

ご
と
く
、
す

い
よ
せ
ら
れ
、
自
然
に

一
体

に
な

る
様
を

「
冥
合

」
の
意
味
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ぐ

ま
で
も
体
が

（
仏
法
）
中
心
で
あ
り

「
体
曲
れ
ば
影
な
な
め
な
り

」

と

い
う

こ
と
で
あ
り
同
等

の
冥
合

で
は
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
仏
法
を
得
る
者
は
世
法
を
得

べ
き
か

」

も
同
意
で
あ
る
。
法
華
取
要
抄

（新
定

２
１
ｍ
）

に
は
最
勝
王
経

の
王
法
正
論
品
を
引
用
し
て

変

化

流

星

堕

二

日

倶

時

出

、

他

方

怨

賊

米

国

人

遭

喪

乱
．等

云

々

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

と
邪
教
が
多
く

の
迷

い
を
誘
う

こ
と
を
示
し
、
災
難
対
治
抄

（新

定

―
１

３２
）

に
は
初
め
か
ら
四
〇
五
貞

に
わ
た

っ
て
邪
教

の
現
証

戒

壇ト

者
ハ

王 ・

法

_冥 ・~仏 ン

法_

仏 o

法

二合子・

王

_法 ニ

豪

工^一）↑ク／　一形っと̈一一一̈

直
径
５

″
の
鉄
柱

を
照
し
た
と
す
る
。

昇
り
出
し
た
ば
か

り
の
太
陽
は
こ
の

物
体

の
影
を
途
方

-10-



を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。立
正
安
国
論
に
お
霊
卜
ｏ
新

定

１
１
３８
）

ク
　
ハ
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

の

は

５

嘲

（
二
一

瘤

設

帷

抑

者

先

鑢
Ъ

表

之

静

喘
堵

欺

。

昨一単Ⅷ膀是二於テレ所ノ無甲」一輸回諄ｒに卸一嘲事事一

に

）
レ
不
ン

ビ
〕

腋

蒔

二
．

病
許

角

摯

崚

移

」

は

脚

嘲

経
．

上。二　
フヽ
　

呻

と
」
一
コ

身 人

い
崚
畔
蓄

四 阿卜
時

瘍
鋸

誼
も
信
教

の
正
邪
浅
深
勝
劣
を

つ
け
る

こ
と
に
は
じ
ま
る
と
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も

「
王
仏
冥
合

」
は
広
宣
流
布
、　
一
切
衆
生
成
仏

に
お
け
る

一
要
素

で
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

御
本
尊
を
持
た
せ
る
こ
と
が

（本
尊
流
布
）
即
広
宣
流
布
で
あ

る
的
な
考
え
方
、
そ
の
上
に
立

っ
た

「
王
仏
冥
合
論

」

（
正
宗
が

追
認
容
認
し
て
い
る
）
は
、

汝

几

改
メ
ぽ

仰

之

寸

九

速
．■

実

乗

之
′

一
ｉ

。

然
ン

正

三

み
皆
仏
国
也
。
　

霧

１
１
ザ

の
安
国
論
の
御
金
言
を
前
に
し
て
ま

っ
た
く
本
末
転
倒
の
破
綻
を

き
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
に
公
明
党
が
信
仰
か
ら
遊
離

し
て
い
る
姿
を
も

っ
て
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

世
界
情
勢
に
目
を
む
け
る
と
、
今
日
イ
ス
ラ
ム
教
の
存
在
抜
き

に
し
て
は
論
ぜ
ら
れ
な
い
も

の
が
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
現
実

こ
「
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
並
ん
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
三
大
世
界
宗

教

の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
信
徒
数
は
現
在
、
五
億
と

も
六
億
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
世
界

の
総
人
口
を
約
四
〇
億
と
す

れ
ば
七
人
な

い
し
八
人
に

一
人
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と

い
う

こ
と
に

な
る
。

信
徒

の
世
界
的
分
布
状

況
を
み
る
と
、
ま
ず
中
近
東
地
域
を
中
心

と
し
て
、
西
は

ア
ラ
ブ
圏
に
属
す
る
北

ア
フ
リ
カ
か
ら
赤
道
以
南

の
ブ
ラ

ッ
ク

・
ア
フ
リ
カ
地
域
、
東
は
イ
ン
ド
亜
大
陸
、
さ
ら
に

イ
ン
ド
ネ

シ
ア
を
中
心
と
し
て

マ
レ
ー
シ
ア
か
ら

フ
ィ
リ
ピ

ン
の

一
部
を
含
み
、
北
は
、
少
数
民
族
と
し
て
で
は
あ
る
が
、

バ
ル
カ

ン
半
島
、

ソ
連
領
、
中
国
本
土

に
お
い
て
は
か
な
り

の
数

の
イ
ス

ラ
ム
教
徒
が
居
住
し
て
い
る
。
し
か
も

こ
れ
ら
の
大
部
分

の
国

々

で
は
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
各

々
そ

の
総
人
口
の
８０
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
他

の
国

々
で
も
、
た
と
え
少
数
で
は
あ

っ
て
も

イ
ス
ラ
ム
教
徒
は

一
つ
の
独
自

の
緊
密
な
共
同
体
を
形
成

し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
各

々
の
国
で
の
政
治
、
経
済
、
社
会
、

文
化

の
中

で
イ
ス
ラ
ム
教

の
果
す
役
割
は
き
わ
め
て
大
き

い
。

イ
ス
ラ
ム
教
が

「
世
界
宗
教

」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、

こ
の
よ
う

な
信
徒

の
世
界
的
な
広
が
り
だ
け
に
よ
る
も

の
で
は
な

い
。
根
本

的
に
は
む
し
ろ
、

イ
ス
ラ
ム
教

の
信
仰
が
人
種
、
民
族
、
国
家
、
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階
級
、
身
分
と

い

っ
た
す
べ
て
の
地
上
的
な
差
異
を
超
え
て
、
万

人
に
等
し
く
開
か
れ
た
普
遍
的
宗
教
だ
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、
十
九
世
紀

以
前

で
み
る
限
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
人
種

的
民
族
的
多
様
性
は
キ
リ
ス
ト
教

の
比

で
は
な

い
。
し
か
も

イ
ス

ラ
ム
教
は
、

こ
れ
ら
信
徒

の
間

に
信
仰
を
同
じ
く
す
る
者
と
し
て

の
強
固
な
同
胞
意
識
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム

教

の
世
界
的
な
広
が
り
は
、
そ
れ
が
も

つ
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
性

格
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

確
か
に
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
普

遍
的
な
世
界
宗
教
と
し
て
国
家
お

よ
び
そ
の
諸
制
度
を
超
越
し
た
宗
教

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
家

や
通
常

の
市
民
生
活
を
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
背
を
向

け
る
形
で
そ
う
な
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
国
家
や

「
世
俗
的

」

諸
制
度

に
対
し
て
そ
れ
が
従
う

べ
き
具
体
的
規
範
―
―

シ

ャ
リ
ー

ア

（
イ
ス
ラ
ム
法
）

―
―
　
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ

っ
て
市
民
生
活

の
具
体
的
な
あ
り
方
さ
え
も
、
そ
の
規
範
に
合
わ
せ
正
し
い
も

の

に
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
教

の
普
遍
性

（
超

越
性
）
と

い
う

の
は
、
そ
の
規
範
が
国
家

。
国
民

で
な
く
て
、
超

越
的
な
神

の
意
志
に
出
来
す
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
」（後

略
）

（世
界
宗
教
と
経
典

８３
Ｐ
）

こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
世
界

の
七
分

の

一
、

八
分

の

一
に

わ
た
り
。
教
え
の
ひ
ろ
ま

っ
て
い
る
国
に
お
い
て
は
人
口
の
八
〇

パ
ー
セ

ン
ト
に
わ
た

っ
て
教
徒

が
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ

ン

ド
に
お
け
る
舎
衛

の
二
億
が
ピ

ー
だ
キ

ャ
ー
だ
と
無
理
や
り
の
意

義
付
け
に
き

ゅ
う
き

ゅ
う
と
し
て
い
る
時

に
、
そ
の
数

は
広
範
囲

に
及
び
そ
の
教
儀
は
具
体
的
規
範
を
も

っ
て
実
施

さ
れ
て
い
る

の

で
あ
る
。

し
か
し

こ
の
よ
う
な
形
体

に
よ
る
国
の
運
営
が
我

々
が
い
う
所

の

「
王
仏
冥
合

」
と
同
意

で
あ
る
な
ど
と
思

い
議
席
数

が
ど
う
だ

と
か
得
票
数
が
ど
う
だ
と
か
選
挙
活
動

が
信
心
修
業

で
あ
り
、　
一

票
取
る
こ
と
は

一
人
折
伏
し
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る

―
―

と
の
認

識
を
も

っ
て
信
仰
者
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば

ミ
ニ
イ
ス
ラ
ム
教

又
そ
れ
以
上

の
イ
ス
ラ
ム
教
と
同
様

の
孤
立
硬
直
化

の
道
は
ま
ち

が
い
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

今

日
蓮

一
代
聖
教

の
明
鏡
を
も

っ
て
日
本
国
を
浮

へ見
候
に
、
此

の
鏡

に
浮
ん
で
候
人
々
は
国
敵
仏
敵

た
る
事
疑

ヒ
な
し
。　
一
代

聖
教

の
中

に
法
華
経
は
明
鏡

の
中
の
明
鏡
な
り
。
銅
鏡
等
は
人

の
形
を
ば
う
か
ぶ
れ
ど
も

い
ま
だ
心
を
う
か

べ
ず
。
法
華
経
は

人

の
形
を
浮

ぶ
る
の
み
な
ら
ず
心
を
も
う
か

べ
給

へ
り
。
心
を

浮

ぶ
る
の
み
な
ら
ず
先
業
を
も
未
来
を
も
監

ミ
給

フ
事
く
も
り

な
し
。
法
華
経

の
第
七
の
巻
を
見
候

へ
ば
、

実′於蔽Ъ卿日．後二州光仏ノ明′所け螂甲』］輸喝輸茜副

世
間
．ぎ
滅
だ
生
ノ畿
等
云
々
。
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（
神
国
王
御
書
新
定

２
１

‐３８
）

こ
の
御
文
よ
り
拝
す
る
な
ら
ば
、
法
華
経
は
之
世
を
照
す
の
で
あ

り
諸
悪

の
根
源
は
仏
敵
た
る
も

の
で
あ
る
と
示
さ
れ

て

い
る
の
で

あ
る
。
大
聖
人
の
国
家
観
、
立
正
安
国
の
精
神
は
ど
こ
ま
で
も
ま
ず

立
正
で
あ
る
と

い
う

こ
と
が
分
る
の
で
あ
り
、
そ
の
根
源
を
成
す

も
の
は
、

嶋

人

行
ンＴ

間
二琥

九
珠

生
ノ

曳

等

云

々

。

の

「
日
蓮

」
の
命
名

の
由
来
す
る
神
力
品

の
経
文

に
結
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
前

に
も
書

い
た
よ
う

に
、
創
価
学
会

（宗
門

追
認
）

の
考
え
方

に
よ
る

「
王
仏
冥
合

」
思
想
は
国
敵
仏
敵

の
云

々
で
な
く
、
政
治

の
動
か
し
方
、
議
席

の
数
に
於

て
政
権

に
付
く

と

い
う
広
宣
流
布

。
王
仏
冥
合
論
な
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え

こ

れ
が
出
来
た
と
し
て
も

広
宣
流
布

〓
一
切
衆
生
成
仏

（
一
人

の
成
仏
）

の
イ
コ
ウ
ル
は
望
む
べ
く
も
な
く
国
敵
仏
敵

の
駆
除

に
は
断
じ
て

な
ら
な

い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

吹
ク
風
枝
を
な
ら
さ
ず
、
雨
土
く
れ
を
く
だ
か
ず
。
代
は
ぎ

の

う

の
世
と
な
り

て
、
今
生

に
は
不
祥

の
災
難
を
払

て
長
生

の
術

を
得
、
人
法
共

に
不
老
不
死

の
理
顕
れ
ん
時
を
各

々
御

ら
ん
ぜ

よ
、
現
世
安
穏

の
証
文
不
ず
彬

疑
ぎ

也
。

の
国
土
を
政
治

に
よ

っ
て
枝
が
な
ら
な

い
よ
う
に

つ
い
た
て
を
作

る
と
か
、
土
く
れ
が
し
な

い
よ
う
に
道
路
を
整
備
さ
せ
る
と
か
、

義
農

の
世
と
な
る
為
に
食
糧
流
通
を
考
え
る
と
か
、
災
難
を
払
う

為
に
危
険
地
域

の
整
備
を
す
る
と
か
、
長
生

の
術

の
為

に
は
医
療

の
発
展
を
捉
す
と
か
、
不
老
不
死

の
薬

の
研
究
を
す
る
と
か
を
目

的

に
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な

い
創
価
学
会
公
明
党

の
政
治
姿
勢

で
あ
る
。
し
か
し
大
聖
人
は
こ
の
如
説
修
行
抄

の
御
文

の
前

に
は
、

天
下
萬
民
諸
乗

一
仏
乗
と
成
て
妙
法
独
り
は
む
昌
せ
ん
時
、
萬

民

一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
奉
ら
ば
、
吹
ク
風
枝
を
な

ら
さ
ず

…
…
…

（新
定
２
１
”
）

と
の
根
本
要
素
を
満
し
て
こ
そ
、
正
法
の
理
想
国
土
、
仏
国
土
と
な

る
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
大
聖
人
は
国
政

の
具
体
的
方
針
に
つ
い
て
の
政
治
レ
ベ
ル
の
政
治
批
判
等
は
せ
ず

あ
く
ま
で
も
根
本
が
ま
ち
が

っ
て
い
る
こ
と
を
い
い
続
け
た
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
例
年
御
会
式
に
奉
読
す
る
。

○
　
宿
屋
入
道
許
御
状

其

後

書

絶
テ

不

申
サ

不

審

凡

極
り

候

。

抑

去

正

嘉

元

年

可

ノ
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ア
　
　
　
　
フ
　
′
ル
ニ

フ

八
月

二
十
三
日
戊
亥
刻
大
地
震
日
蓮
引
・諸
経
・勘
レ之

ト
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一　
　
　
　
　
　
　
　
′

論Ⅲ嚇［評嚇
畔稀鰤『榊唯嶼山
静緒辞・略国′大

一一　

　

　

　

　

レ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
　

　

　

　

　

　

一　

　

　

　

一一
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戸

″

メ

砒

国
レ

由

勘

文

一
通

潔

之

正

書

一
年

庚
申
七

片

十

六

日

み

∴

御

ュ

故

最

明

争

入

道

」

工

覧
∠

了

哄

後

具

仇

箇

∴

〈
「
年

大

蒙

古

国
ノ

牒
状

几

之

由

風

聞
ス

３
ム
々
。
几
静
ん
者
凡
破
国
Ｒ
一
几
事
必
定
也
。

机

申

勧

糀

卸

脚

之
フ

蓮

。 一
課
」

魂

』

が

神
′

伏

制
レ仏

′
西

螂

脚

経 人
ニ

ニ 上

内

奏

破

。

委

細

之

亀

者

遂
・現

参

・可
「

侯

。

恐

々

謹

一一一一［
。文

永
五
年

八
月
廿

一
日
　
　
　
　
　
　
　
日
蓮
　
花
押

宿
屋
左
衛
門
入
道
殿

（
新
定

１
１
５６７
）

○
水
は
濁
れ
ど
も
又
す
み
、
月
は
雲
か
く
せ
ど
も
又
は
る

ゝ
こ
と

は
り
な
れ
ば
、
科
な
き
事
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
、

い
ゐ
し
事
も

む
な
し
か
ら
ざ
り
け
る
か
の
ゆ

へ
に
、
御

一
門
諸
大
名
は
ゆ
る

す
べ
か
ら
ぎ
る
よ
し
申
さ
れ
け
れ
ど
も
、
相
模′ィ
殿
の
御
計二〆

ば
か
り
に
て
、

つ
い
に
ゆ
り
候
て
の
ぼ
り
ぬ
。
た
だ
し
日
蓮
は

日
本
国
に
は
第

一
の
忠
の
者
な
り
。
一月
を
な
ら
ぶ
る
人
は
先
代

に
も
あ
る
べ
か
ら
ず
、
後
代
に
も
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
ず
。

中
興
入
道
御
消
息

（新
定
３
１

２０５
）

こ
の
様
に
国
諫
を
さ
れ
政
治
の
あ
り
様
を
間
わ
れ
乍
も
大
聖
人
は

方
針
と
し
て
の
政
治
批
判
は
せ
ず
そ
の
根
本
の
邪
心
を
述
べ
続
け

た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
王
仏
冥
合

」
を
現
実
に
約
し
て
１
１
１

と
い
う
命
題
の
発
想
が

政
治
的
具
体
案
を
指
し
て
言

っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば

ま

っ
た
く
の
笑
止
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
「
広
宣
流
布

」
の
概
念
も

一
切
衆
生
の
成
仏
と
か
け

は
な
れ
、
多
く
の
人
が
手
を
合
せ
信
仰
せ
ず
と
も
御
本
尊
を
い
っ

ぱ
い
も

っ
て
い
る
と
い
う

「
本
尊
流
布

」
の
心
な
き
形
体
を
主
に

し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

日
寛
上
人
は
「
如
説
修
行
抄
筆
記

」
に

（宗
要
四
１
４．‐
）
如
説

修
行
抄
の

（新
定
ニ
１
９８９
）

法
華
折
伏
破
権
門
理
の
金
言
な
れ
ば
、
終
に
…
…

（中
略
）

現
世
安
穏
の
証
文
不
可
有
疑
者
也
。

の
『
一
中
学
赫
』
〕
け

光 華
（中

け
，
国

妙‐０．
ｒ

蓮
華
経卜
人

　

（中
略
）

の
御
文
を
明
確
に
重
ね

一
念
三
千
、
三
千

一
念
の
開
合
を
も

っ
て

広
宣
流
布
の
根
本
的
意
味
あ
い
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
の
教
え
を
信
心
す
る
者
共
は
学
会
流
の
イ
ス
ラ
ム

教
と
同
様
の
「
王
仏
冥
合

」
に
讃
同
し
て

王
臣

一
同
に
本
門
三
大
秘
密
の
法
を
持
ち
て

（新
定
３
１

２２８
）
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を
忘
れ
て
政
治
関
与
と
信
仰
を
同
価
値

で
あ
る
と
考
え
て
い
く

こ

と
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
と
気
付
く
の
か
、
多
数
決

で

．
国
が
広
宙
流

布
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
り
　
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は

ず

の
こ
と
を
対
岸

の
火
事
と
思

い
こ
ん
で
い
る
火
宅

の
幼
子
は
と

り
わ
け
我

々
僧
侶

で
あ
り
宗
門
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

宗
教

の
分
野
に
於
け
る
靖
国
神
社
法
案

に
し
て
も
宗
門
は
な
に

も

口
を
開
こ
う
と
し
な
い
が
お
か
し
い
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

０
　
付
録
と
し
て
付
け
た
プ
リ

ン
ト
と
共

に
御
答
え
い
た
だ
き
姿

勢
を
示
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
多
く

の
僧
俗
は
嬉

ぶ
こ
と
と
思

い
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

（
こ
れ
は
学
林

に
出
し
た
論
文
を
そ
の
ま
ま
載
せ
ま
し
た
。
御

意
見
を
承
り
ま
す
。
）


