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と
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弘
法
大
師
に
よ
る
ま
え
が
き

こ
の『
十
喩
の
詩
』は

仏
道
修
行
者
に
と
っ
て

道
を
照
ら
す
明
る
い
鏡
で
あ
り
、 

悟
り
の
彼
岸
に
渡
る
た
め
の
船
や
筏
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

ひ
と
た
び
読
み
唱
え
れ
ば
、

膨
大
な
仏
典
に
含
ま
れ
る
意
義
を
理
解
し
、 

ひ
と
た
び
観
じ
念
ず
れ
ば
、

無
量
の
経
巻
の
説
く
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

こ
の
詩
を
見
て
私
の
こ
と
を
思
い
、 

千
年
後
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。

京
都
神
護
寺
に
て
沙
門
少
僧
都
遍
照
金
剛（
空
海
） 

天
長
四（
八
二
七
）年
三
月
一
日

い
か
だ
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幻
の

た

と

え

ま

ぼ

ろ

し

私
が
観
る
に
、世
界
の
す
べ
て
は
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
様
々
な
因
縁（
原
因
と
条
件
）に
よ
っ
て
合
成
さ
れ
た
結
果
、

限
ら
れ
た
間
だ
け
、仮
に
形
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

無
明（
お
ろ
か
さ
）と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
誤
っ
た
認
識
は
、

自
分
の
中
に
あ
る
の
で
も
な
く
、外
に
あ
る
の
で
も
な
く
凡
夫
の
心
を
惑
わ
せ
る
。

あ
ら
ゆ
る
世
界
は
す
べ
て
が
大
日
如
来
の
住
ま
う
水
蓮
の
城
で
あ
り
、

真
理
の
世
界
は
空（
す
べ
て
の
も
の
は
実
体
が
な
い
と
す
る
教
え
）す
ら
超
え
て
、

色
形
や
言
語
で
表
現
で
き
る
世
界
を
超
越
し
て
い
る
。

春
の
園
の
桃
李
は
人
間
の
目
を
魅
了
し
、

秋
の
水
に
映
る
月
の
美
し
さ
に
人
は
幼
子
の
よ
う
に
酔
い
し
れ
る
。

物
語
の
中
の
事
物
が
実
際
に
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、

我
々
が
現
実
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
も
絶
対
に
確
か
な
も
の
で
は
な
い
。

目
を
惑
わ
せ
る
現
世
の
価
値
に
執
着
し
て
迷
い
狂
え
ば
、

三
界
を
輪
廻
す
る
苦
し
み
か
ら
永
遠
に
抜
け
出
せ
な
い
。

こ
の
十
個
の
喩
え
の
教
え
を
深
く
心
に
念
じ
て
執
着
を
捨
て
れ
ば
、

大
日
如
来
の
清
ら
か
な
境
地
に
至
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
わ
い
そ
う
に
、一
時
の
幻
に
迷
い
執
着
す
る
者
は
こ
の
真
理
に
気
づ
く
こ
と
が
出
来
な
い
。

さ
あ
、迷
妄
の
世
界
を
超
越
し
て
大
日
如
来
の
世
界
に
立
ち
帰
ろ
う
。

一
、
幻
の
た
と
え

お
さ
な
ご
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の
ど
か
な
春
の
日
、光
が
降
り
注
ぎ
風
が
そ
よ
い
で
い
る
。

陽
炎
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
広
野
に
立
ち
上
り
、盛
ん
に
そ
の
姿
を
誇
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
見
せ
か
け
だ
け
で
、ど
こ
に
も
実
体
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
愚
か
者
は
、陽
炎
を
追
い
求
め
て
つ
い
に
元
の
場
所
に
帰
れ
な
く
な
る
。

走
る
馬
や
流
れ
る
川
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

遠
く
か
ら
見
れ
ば
あ
る
よ
う
に
見
え
た
の
に
、近
づ
い
て
み
れ
ば
何
も
な
い
。

愚
か
者
は
陽
炎
を
絶
対
的
な
も
の
だ
と
思
い
込
み
、と
ら
わ
れ
て
執
着
し
て
い
る
。

凡
夫
は
街
の
中
を
歩
け
ば
美
男
美
女
が
い
っ
ぱ
い
い
る
よ
う
に
見
る
が
、

こ
れ
は
男
、こ
れ
は
女
と
区
別
す
る
こ
と
自
体
が
、

す
で
に
迷
い
に
囚
わ
れ
た
妄
想
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、覚
っ
た
人
や
賢
人
を
特
別
な
存
在
だ
と
区
別
し
て
見
る
こ
と
も
間
違
い
で
あ
る
。

心
身
を
構
成
す
る
五
蘊（
色
・
受
・
想
・
行
・
識
）が
す
べ
て

空（
実
体
の
な
い
も
の
）で
あ
る
と
い
う
考
え
こ
そ
が
真
実
の
教
え
で
あ
る
。

悟
り
を
妨
げ
る
四
魔（
五
蘊
魔・煩
悩
魔・死
魔・天
魔
）と
仏
は
と
も
に
奥
深
く
、

認
識
・
感
覚
で
は
捉
え
が
た
い（
空
な
る
存
在
で
あ
る
）。

真
言
行
者
が
瞑
想
中
に
得
る
境
地
は
じ
つ
に
不
思
議
な
も
の
だ
が
、

仏
の
光
が
輝
き
は
じ
め
る
よ
う
に
見
え
て
も
、慢
心
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
欺
か
れ
て
は
な
ら
な
い
。そ
れ
も
ま
た
陽
炎
と
同
様
に
仮
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

空
も
不
空
も
超
え
た
大
空
三
昧
こ
そ
が
、真
に
伴
侶
と
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

二
、
陽
焔
の
た
と
え

陽
焔
の

た

と

え

か

げ

ろ

う

ご
う
ん
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ひ
と
時
の
眠
り
の
中
に
も
無
数
の
夢
を
見
る
。

あ
る
時
は
夢
を
楽
し
み
、ま
た
あ
る
時
は
苦
し
み
、ど
う
な
る
か
予
想
も
つ
か
な
い
。

人
間
界
と
地
獄
界
と
天
上
界
と
を
、そ
れ
ぞ
れ
夢
に
見
て

泣
い
た
り
歌
っ
た
り
、ど
れ
ほ
ど
の
憂
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

眠
っ
て
い
る
間
は
現
実
の
よ
う
に
感
じ
る
が
、目
が
覚
め
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
。

そ
う
し
て
知
る
の
で
あ
る
。夢
の
中
の
こ
と
は
妄
想
で
あ
り
、現
実
で
は
な
い
こ
と
を
。

無
明
の
暗
闇
の
中
で
長
い
間
眠
り
に
ふ
け
っ
て
い
る
人
々
よ
、

世
の
中
と
い
う
も
の
は
、と
か
く
つ
ら
い
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。

真
言
行
者
は
悟
り
の
境
地
を
得
た
よ
う
に
感
じ
て
も
、

そ
れ
に
と
ら
わ
れ
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
。

牢
獄
の
よ
う
な
物
質
世
界
に
留
ま
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
。

陰
と
陽
の
気
が
集
ま
れ
ば
、は
か
な
い
命
が
生
ま
れ
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
も
、因
縁
が
尽
き
れ
ば
死
ん
で
消
え
去
る
。

転
輪
聖
王（
古
代
イ
ン
ド
の
理
想
的
統
治
者
）も
王
侯
や
大
臣
も
、

流
れ
る
年
月
に
よ
る
栄
枯
盛
衰
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
の
十
喩
を
深
く
観
想
し
て
修
行
す
れ
ば
、最
も
深
い
悟
り
の
境
地
に
到
達
で
き
る
。

そ
こ
は
大
日
如
来
の
全
て
の
徳
に
満
ち
溢
れ
た
完
全
な
世
界
で
あ
る
。

三
、
夢
の
た
と
え

夢
の

た

と

え

ゆ

め

て
ん
り
ん
じ
ょ
う
お
う
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昔
話
に
出
て
来
る
長
者
が
持
っ
て
い
た
円
形
の
鏡

秦
王
の
宮
中
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
伝
説
の
方
形
の
鏡
、

鏡
中
の
像
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、瞬
時
に
映
っ
て
は
消
え
る
。

こ
れ
は
、因
縁（
原
因
と
条
件
）に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

鏡
像
は
実
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、か
と
い
っ
て
全
く
の
無
で
も
な
い
。

言
語
に
よ
る
説
明
は
不
可
能
で
あ
り
、世
人
の
思
慮
分
別
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。

こ
の
鏡
像
を
、自
ら
作
っ
た
と
か
、誰
か
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
か
、

自
分
と
他
人
が
協
力
し
て
作
っ
た
と
言
う
の
は
い
ず
れ
も
間
違
い
で
あ
る
。

邪
教
を
信
じ
る
人
や
邪
心
の
持
ち
主
は
、妄
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。

真
言
行
者
の
観
念
に
よ
っ
て
心
の
中
に
顕
現
す
る
仏
と
本
人
と
は

全
く
同
じ
で
も
な
け
れ
ば
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

鏡
に
映
る
姿
の
よ
う
に
、因
縁
に
よ
っ
て
現
れ
る
も
の
な
の
だ
。

静
か
な
部
屋
で
瞑
想
し
て
無
明
を
断
ち
、仏
堂
で
香
を
焚
き
讃
歌
を
唱
え
る
。

身
口
意
の
三
密
行
に
よ
っ
て
心
を
静
め
無
我
の
境
地
に
至
る
と

諸
仏
が
感
応
し
て
た
ち
ま
ち
に
来
臨
す
る
。

そ
う
な
っ
て
も
、喜
ん
だ
り
興
奮
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。

も
と
も
と
仏
の
世
界
と
我
が
心
と
は
同
じ
も
の
な
の
だ
か
ら
。

四
、
鏡
の
た
と
え

鏡
の

た

と

え

か

が

み
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五
、
蜃
気
楼
の
た
と
え

海
上
に
お
ご
そ
か
で
麗
し
い
城
郭
が
見
え
る
。

馬
や
人
が
東
西
南
北
に
行
き
交
っ
て
い
る
。

愚
か
者
は
こ
れ
を
見
て
す
ぐ
に
実
体
の
あ
る
も
の
と
思
い
込
む
が
、

知
恵
あ
る
者
は
、こ
れ
は
蜃
気
楼
で
あ
っ
て
実
在
し
な
い
虚
像
だ
と
知
っ
て
い
る
。

神
社
仏
閣
や
人
間
の
住
ま
い
も
、あ
る
よ
う
に
見
え
る
が

絶
対
的
な
存
在
で
な
い
と
い
う
意
味
で
は
蜃
気
楼
と
同
じ
で
あ
る
。

大
い
に
笑
い
飛
ば
そ
う
。

幼
子
よ
、欲
望
に
と
ら
わ
れ
現
世
に
対
し
て
執
着
す
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
理
を
悟
っ
て
、真
理
の
世
界
に
住
す
べ
き
で
あ
る
。

口
の
中
、峡
谷
、空
っ
ぽ
の
堂
内
に
お
い
て
、

風（
空
気
）が
動
き
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
音
響
が
生
じ
る
。

愚
か
な
者
と
知
恵
あ
る
者
と
で
は
、同
じ
音
を
聞
い
て
も
理
解
を
異
に
す
る
。

あ
る
者
は
怒
り
、あ
る
者
は
喜
び
、そ
れ
ぞ
れ
に
反
応
は
異
な
る
。

音
の
響
き
の
原
因
を
探
し
求
め
て
も
、ど
こ
に
も
実
体
は
な
い
。

そ
れ
は
生
ず
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な
く
、

始
ま
り
も
な
け
れ
ば
、終
わ
り
も
な
い
。

外
界
の
雑
音
や
自
己
の
内
部
か
ら
生
じ
る
雑
念
に
心
を
惑
わ
さ
れ
ず
、

真
理
の
世
界
に
安
住
し
て
、思
い
込
み
に
よ
る
価
値
判
断
を
捨
て
な
さ
い
。

六
、
響
の
た
と
え
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七
、
水
月
の
た
と
え

満
月
が
虚
空
に
静
か
に
浮
か
ん
で
い
る
。

川
や
池
、全
て
の
水
を
た
た
え
た
器
に
そ
の
光
を
映
し
て
い
る
。

こ
れ
と
同
じ
く
、大
日
如
来
の
真
理
の
光
は
大
空
に
静
か
に
佇
み
、

す
べ
て
の
生
き
物
は
そ
の
光
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
。

水
面
に
映
る
月
は
仮
の
も
の
で
あ
っ
て
真
実
の
月
で
は
な
い
。

人
の
身
体
に
宿
る
自
我
も
ま
た
同
様
に
真
実
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
永
久
不
変
の
真
理
を
悟
っ
て
他
人
の
た
め
に
説
き
、

如
来
の
大
慈
悲
の
心
を
、衣
の
ご
と
く
身
に
纏
い
な
さ
い
。

雨
が
も
う
も
う
と
け
む
り
な
が
ら
水
面
に
激
し
く
打
ち
付
け
れ
ば
、

水
中
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
泡
が
生
じ
る
。

泡
は
た
ち
ま
ち
生
じ
、た
ち
ま
ち
消
え
る
が
、水
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
泡
は
も
と
の
水
か
ら
生
じ
た
も
の
か
、雨
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、因（
水
）に
縁（
雨
な
ど
の
条
件
）が

重
な
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

真
言
行
者
の
心
中
に
泡
の
ご
と
く
生
じ
る
変
化
も
不
思
議
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
心
の
中
に
顕
現
し
た
仏
が
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
怪
し
み
疑
う
必
要
は
な
い
。

森
羅
万
象
す
べ
て
は
自
分
の
心
で
あ
り
、両
者
は
本
来
一
体
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
真
理
を
知
ら
な
い
者
こ
そ
、も
っ
と
も
哀
む
べ
き
で
あ
る
。

八
、
泡
の
た
と
え

ま
と
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九
、
虚
空
花
の
た
と
え

瞼
を
開
閉
す
る
時
な
ど
に
空
中
に
花
の
よ
う
な
幾
何
学
模
様
が
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
に
実
体
は
無
く
、た
し
か
な
色
も
形
も
無
い
け
れ
ど
も
、名
前
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
。

人
は
空
が
雲
や
霧
で
晴
れ
た
り
曇
っ
た
り
す
る
こ
と
を
清
や
濁
と
呼
ん
で
区
別
す
る
が
、

虚
空
そ
の
も
の
は
、雲
や
霧
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
常
住
不
滅
の
も
の
で
あ
る
。

迷
え
る
人
は
現
世
を
た
し
か
な
も
の
と
思
い
込
み
、激
し
く
執
着
し
て
い
る
。

悟
り
を
邪
魔
す
る
四
つ
の
魔
も
、貪（
む
さ
ぼ
り
）・
瞋（
い
か
り
）・
癡（
お
ろ
か
）

の
三
毒
も
、虚
空
花
の
よ
う
に
実
体
の
無
い
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

恐
れ
ず
、驚
き
も
せ
ず
、感
覚
や
感
情
か
ら
生
じ
る
迷
い
を
断
ち
切
り
な
さ
い
。

先
に
火
の
つ
い
た
棒
を
手
に
持
っ
て
、こ
れ
を
動
か
せ
ば
、

光
は
円
形
に
な
っ
た
り
、方
形
に
な
っ
た
り
、意
の
ま
ま
の
形
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。 

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
全
て
の
文
字
の
母
た
る「
阿
」と
い
う
文
字
を

様
々
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、無
限
の
仏
の
教
え
を
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
。 

十
、
旋
火
輪
の
た
と
え

と
ん

じ
ん

ち
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こ
の
「
十
喩
を
詠
ず
る
詩
」
は
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、人
々
を
真
理
の
理

解
へ
導
く
た
め
の
詩
で
あ
る
。

大
日
経
所
説
の
十
縁
生
句
を
題
材
と
し
て
、膨
大
な
経
典
の
内
容
を
凝
縮
し
た
も
の

で
あ
り
、そ
の
価
値
は
計
り
知
れ
な
い
。

し
か
し
、原
文
は
漢
詩
で
あ
り
、難
解
な
比
喩
や
仏
教
用
語
を
駆
使
し
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
た
め
、大
師
作
の
詩
中
に
お
い
て
白
眉
と
言
う
べ
き
作
品
で
あ
り
な
が
ら
も
、一
般

の
人
々
の
多
く
に
は
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
詩
は
「
東
山
の
廣
智
禅
師
」に
送
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、大
師
が
こ
の
詩

を
作
っ
た
真
の
意
図
は
、広
く（
未
来
の
）
衆
生
を
救
う
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
千

歳
忘
る
る
こ
と
莫
れ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
よ
り
多
く
の
人
に
大
師
の
思
い
を
伝
え
る（
＝
如
如
不
動
に
し
て
人
の
為
に
説

く
）た
め
、寡
聞
浅
学
の
身
な
が
ら
現
代
語
訳
に
よ
る
発
行
を
企
図
し
た
次
第
で
あ
る
。

　

本
稿
の
価
値
の
全
て
は
大
師
と
先
行
研
究
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
、過
ち
の
全
て

は
訳
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

平
易
な
表
現
を
優
先
さ
せ
る
あ
ま
り
、原
詩
の
含
む
無
量
広
大
な
意
義
を
欠
落

さ
せ
て
し
ま
っ
た
部
分
も
未
熟
さ
故
の
誤
り
も
と
も
に
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、大
師
の
思
い
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
よ
り
分
か
り
や
す
く
伝
え

た
い
と
い
う
発
願
の
意
図
を
お
汲
み
頂
き
ご
寛
恕
を
乞
う
と
と
も
に
、ご
指
導
ご
鞭
撻

の
程
を
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

合
掌

讃
岐
國
分
寺
沙
門　

大
塚 

純
司

令
和
元
年
五
月
一
日

訳
者
に
よ
る
あ
と
が
き

読
み
下
し
文
（
読
誦
用
）

﹇
如
幻
の
喩
を
詠
ず
﹈

吾
れ
諸
法
を
観
る
に
譬
え
ば
幻
の
如
し
、総
て
是
れ
衆
縁
の
合
成
す
る
所
な
り

一
箇
の
無
明
と
諸
の
行
業
と
、中
に
あ
ら
ず
外
に
あ
ら
ず
凡
情
を
惑
わ
す

三
種
の
世
間
は
能
所
の
造
に
し
て
、十
方
法
界
は
水
蓮
の
城
な
り

空
に
非
ず
有
に
非
ず
中
道
を
越
え
、三
諦
は
宛
然
と
し
て
像
名
を
離
れ
た
り

春
園
の
桃
李
は
肉
眼
を
眩
か
し
、秋
水
の
桂
光
は
幾
ば
く
か
嬰
を
酔
わ
し
む

楚
澤
の
行
雲
は
無
に
し
て
復
た
有
な
り
、洛
川
の
廻
雪
は
重
く
し
て
還
っ
て
軽
し

封
著
し
て
狂
迷
す
れ
ば
三
界
熾
な
り
、能
く
観
じ
て
取
ら
ざ
れ
ば
法
身
清
し

拙
い
哉
迷
え
る
者
は
た
れ
か
此
を
観
ぜ
ん
、超
越
し
て
阿
字
の
営
に
還
帰
せ
よ

﹇
陽
焔
の
喩
を
詠
ず
﹈

遅
々
た
る
春
の
日
風
光
動
く
、陽
焔
粉
粉
と
し
て
広
野
に
飛
ぶ

体
を
挙
っ
て
空
空
に
し
て
所
有
な
し
、狂
兒
迷
渇
し
て
遂
に
帰
る
こ
と
を
忘
る

遠
う
し
て
は
有
に
似
た
れ
ど
も
近
う
し
て
は
物
無
し
、走
馬
流
川
何
れ
の
處
に
か
依
る

妄
想
談
議
し
て
仮
名
起
こ
る
、丈
夫
美
女
城
囲
に
満
て
り

男
と
謂
い
女
と
謂
う
是
迷
え
る
思
い
な
り
、覚
者
と
賢
人
と
見
る
は
則
ち
非
な
り

五
蘊
皆
空
は
真
実
の
法
、四
魔
と
仏
と
ま
た
夷
希
た
り

瑜
伽
の
境
界
は
特
に
奇
異
な
り
、法
界
の
炎
光
自
ず
か
ら
相
暉
く

慢
る
こ
と
莫
れ
欺
く
こ
と
莫
れ
是
れ
仮
の
物
、大
空
三
昧
は
是
れ
我
が
妃
な
り

﹇
如
夢
の
喩
を
詠
ず
﹈

一
念
の
眠
り
の
中
に
千
万
の
夢
あ
り
、乍
ち
に
娯
し
み
乍
ち
に
苦
し
ん
で
籌
る
こ
と
能
わ
ず

人
間
と
地
獄
と
天
閣
と
、一
た
び
は
哭
し
一
た
び
は
歌
っ
て
幾
許
の
憂
い
ぞ

睡
の
裏
に
は
実
真
に
し
て
覚
む
れ
ば
見
え
ず
、還
っ
て
夢
の
事
は
虚
狂
に
し
て
優
な
る
を
知
る

無
明
の
暗
室
の
長
眠
の
客
、世
の
中
に
處
て
多
か
る
者
は
憂
い
な
り

悉
地
の
楽
宮
も
愛
取
す
る
こ
と
莫
れ
、有
中
の
牢
獄
に
は
留
ま
る
べ
か
ら
ず

剛
柔
気
あ
つ
ま
れ
ば
浮
生
出
ず
、地
水
縁
窮
ま
れ
ば
死
し
て
休
す
る
が
若
し

輪
位
と
王
侯
と
卿
相
と
、春
は
栄
え
秋
は
落
つ
逝
く
こ
と
流
る
る
が
如
し

深
く
修
し
て
観
察
す
れ
ば
原
底
を
得
、大
日
円
円
と
し
て
万
徳
周
し

﹇
鏡
中
の
像
の
喩
を
詠
ず
﹈

長
者
の
楼
中
の
圓
鏡
の
影
、秦
王
の
臺
の
上
の
方
丈
の
相

知
ら
ず
何
れ
の
處
よ
り
か
忽
ち
に
来
去
す
る
、此
れ
は
是
れ
因
縁
所
生
の
状
な
り

有
に
非
ず
無
に
非
ず
言
説
を
離
れ
た
り
、世
人
の
思
慮
は
籌
量
を
絶
つ

言
う
こ
と
莫
れ
自
作
と
共
と
他
起
と
を
、外
道
邪
人
は
虚
妄
に
繞
わ
る

心
佛
と
衆
生
と
は
異
同
に
非
ず
、因
縁
に
し
て
顕
る
る
こ
と
猶
し
鏡
の
如
し

閑
房
に
攝
念
し
て
無
明
を
断
じ
、蘭
室
に
香
を
焚
い
て
讃
の
響
暢
ぶ

三
密
寂
寥
と
し
て
死
灰
に
同
じ
け
れ
ば
、諸
尊
感
應
し
て
忽
ち
来
訪
す

喜
ぶ
こ
と
莫
れ
嗔
る
こ
と
莫
れ
是
れ
法
界
な
り
、法
界
と
心
と
異
况
な
し

﹇
乾
闥
婆
城
の
喩
を
詠
ず
﹈

海
中
に
厳
麗
な
る
城
櫓
を
見
る
、走
馬
行
人
南
北
東
す

愚
者
は
乍
ち
に
観
て
實
有
り
と
為
す
、智
人
は
仮
に
し
て
空
な
り
と
能
く
知
る

天
堂
と
佛
閣
と
人
間
の
殿
と
、有
に
似
て
還
っ
て
無
な
る
こ
と
此
と
同
じ

咲
い
つ
可
し
嬰
兒
愛
取
す
る
こ
と
莫
れ
、能
く
観
じ
て
早
く
真
如
の
宮
に
住
す
べ
し

﹇
響
の
喩
を
詠
ず
﹈

口
中
峡
谷
空
堂
の
裏
、風
気
相
い
撃
っ
て
声
響
起
る

若
し
は
愚
若
し
は
智
聴
く
こ
と
同
じ
か
ら
ず
、或
い
は
嗔
り
或
い
は
喜
ぶ
相
い
似
た
る
に
非
ず

因
縁
を
尋
ね
覓
む
れ
ば
曾
て
無
性
な
り
、不
生
不
滅
に
し
て
終
始
無
し

一
心
に
安
住
し
て
分
別
す
る
こ
と
無
か
れ
、内
風
外
風
吾
が
耳
を
誑
か
す

﹇
水
月
の
喩
を
詠
ず
﹈

桂
影
団
団
と
し
て
寥
廓
に
飛
び
、千
河
万
器
各
の
暉
を
分
つ

法
身
寂
寂
と
し
て
大
空
に
住
し
、諸
趣
の
衆
生
互
い
に
入
帰
す

水
中
の
円
鏡
は
是
れ
偽
れ
る
物
、身
上
の
吾
我
も
復
た
非
な
り

如
如
不
動
に
し
て
人
の
為
に
説
き
、兼
ね
て
如
来
大
悲
の
衣
を
著
よ

﹇
如
泡
の
喩
を
詠
ず
﹈

天
雨
濛
濛
と
し
て
天
上
よ
り
来
た
れ
ば
、水
泡
種
種
に
し
て
水
中
に
開
く

乍
ち
に
生
じ
乍
ち
に
滅
す
れ
ど
も
水
を
離
れ
ず
、自
に
求
め
他
に
求
む
る
に
自
業
裁
す

即
心
の
変
化
不
思
議
な
り
、心
佛
之
を
作
す
怪
し
み
猜
う
こ
と
莫
れ

万
法
は
自
心
に
し
て
本
よ
り
一
体
な
り
、此
の
義
を
知
ら
ざ
る
は
尤
も
哀
む
べ
し

﹇
虚
空
花
の
喩
を
詠
ず
﹈

空
花
灼
灼
と
し
て
何
の
実
か
有
る
、無
色
無
形
に
し
て
但
だ
名
の
み
有
り

染
浄
は
元
来
動
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、雲
霧　

晴
す
る
を
濁
清
と
名
づ
く

實
相
如
如
に
し
て
一
味
の
法
な
り
、迷
人
妄
に
三
界
の
城
を
見
る

四
魔
三
毒
は
空
が
幻
な
り
、怖
れ
る
こ
と
莫
く
驚
く
こ
と
莫
く
六
情
を
除
け

﹇
旋
火
輪
の
喩
を
詠
ず
﹈

火
輪
手
に
随
い
て
方
と
円
と
な
り
、種
種
の
変
形
意
に
任
せ
て
遷
る

一
種
の
阿
字
多
く
旋
転
す
、無
辺
の
法
義
茲
に
因
り
て
宣
ぶ

跋
文

此
れ
是
の
十
喩
の
詩
は
、修
行
者
の
明
鏡
、求
佛
の
人
の
舟
筏
な
り
。

一
誦
一
諷
す
れ
ば
塵
巻
と
與
ん
じ
て
義
を
含
み
、

一
観
一
念
す
れ
ば
、沙
軸
と
將
ん
じ
て
以
て
理
を
得
。

故
に
翰
札
を
揮
い
、以
て
東
山
の
廣
智
禅
師
に
贈
る
。

物
を
覩
て
人
を
思
い
、千
歳
忘
る
る
こ
と
莫
れ
。

上
都
神
護
国
祚
真
言
寺
沙
門
少
僧
都
遍
照
金
剛 

天
長
四
年
三
月
一
日
之
を
書
す
。

十
喩
を
詠
ず
る
詩

じ
ゅ
う
ゆ
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し
ょ
ほ
う
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え
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ょ
う
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ま
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ょ
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き
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が
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﹇
如
幻
の
喩
を
詠
ず
﹈

吾
れ
諸
法
を
観
る
に
譬
え
ば
幻
の
如
し
、総
て
是
れ
衆
縁
の
合
成
す
る
所
な
り

一
箇
の
無
明
と
諸
の
行
業
と
、中
に
あ
ら
ず
外
に
あ
ら
ず
凡
情
を
惑
わ
す

三
種
の
世
間
は
能
所
の
造
に
し
て
、十
方
法
界
は
水
蓮
の
城
な
り

空
に
非
ず
有
に
非
ず
中
道
を
越
え
、三
諦
は
宛
然
と
し
て
像
名
を
離
れ
た
り

春
園
の
桃
李
は
肉
眼
を
眩
か
し
、秋
水
の
桂
光
は
幾
ば
く
か
嬰
を
酔
わ
し
む

楚
澤
の
行
雲
は
無
に
し
て
復
た
有
な
り
、洛
川
の
廻
雪
は
重
く
し
て
還
っ
て
軽
し

封
著
し
て
狂
迷
す
れ
ば
三
界
熾
な
り
、能
く
観
じ
て
取
ら
ざ
れ
ば
法
身
清
し

拙
い
哉
迷
え
る
者
は
た
れ
か
此
を
観
ぜ
ん
、超
越
し
て
阿
字
の
営
に
還
帰
せ
よ

﹇
陽
焔
の
喩
を
詠
ず
﹈

遅
々
た
る
春
の
日
風
光
動
く
、陽
焔
粉
粉
と
し
て
広
野
に
飛
ぶ

体
を
挙
っ
て
空
空
に
し
て
所
有
な
し
、狂
兒
迷
渇
し
て
遂
に
帰
る
こ
と
を
忘
る

遠
う
し
て
は
有
に
似
た
れ
ど
も
近
う
し
て
は
物
無
し
、走
馬
流
川
何
れ
の
處
に
か
依
る

妄
想
談
議
し
て
仮
名
起
こ
る
、丈
夫
美
女
城
囲
に
満
て
り

男
と
謂
い
女
と
謂
う
是
迷
え
る
思
い
な
り
、覚
者
と
賢
人
と
見
る
は
則
ち
非
な
り

五
蘊
皆
空
は
真
実
の
法
、四
魔
と
仏
と
ま
た
夷
希
た
り

瑜
伽
の
境
界
は
特
に
奇
異
な
り
、法
界
の
炎
光
自
ず
か
ら
相
暉
く

慢
る
こ
と
莫
れ
欺
く
こ
と
莫
れ
是
れ
仮
の
物
、大
空
三
昧
は
是
れ
我
が
妃
な
り

﹇
如
夢
の
喩
を
詠
ず
﹈

一
念
の
眠
り
の
中
に
千
万
の
夢
あ
り
、乍
ち
に
娯
し
み
乍
ち
に
苦
し
ん
で
籌
る
こ
と
能
わ
ず

人
間
と
地
獄
と
天
閣
と
、一
た
び
は
哭
し
一
た
び
は
歌
っ
て
幾
許
の
憂
い
ぞ

睡
の
裏
に
は
実
真
に
し
て
覚
む
れ
ば
見
え
ず
、還
っ
て
夢
の
事
は
虚
狂
に
し
て
優
な
る
を
知
る

無
明
の
暗
室
の
長
眠
の
客
、世
の
中
に
處
て
多
か
る
者
は
憂
い
な
り

21  20

悉
地
の
楽
宮
も
愛
取
す
る
こ
と
莫
れ
、有
中
の
牢
獄
に
は
留
ま
る
べ
か
ら
ず

剛
柔
気
あ
つ
ま
れ
ば
浮
生
出
ず
、地
水
縁
窮
ま
れ
ば
死
し
て
休
す
る
が
若
し

輪
位
と
王
侯
と
卿
相
と
、春
は
栄
え
秋
は
落
つ
逝
く
こ
と
流
る
る
が
如
し

深
く
修
し
て
観
察
す
れ
ば
原
底
を
得
、大
日
円
円
と
し
て
万
徳
周
し

﹇
鏡
中
の
像
の
喩
を
詠
ず
﹈

長
者
の
楼
中
の
圓
鏡
の
影
、秦
王
の
臺
の
上
の
方
丈
の
相

知
ら
ず
何
れ
の
處
よ
り
か
忽
ち
に
来
去
す
る
、此
れ
は
是
れ
因
縁
所
生
の
状
な
り

有
に
非
ず
無
に
非
ず
言
説
を
離
れ
た
り
、世
人
の
思
慮
は
籌
量
を
絶
つ

言
う
こ
と
莫
れ
自
作
と
共
と
他
起
と
を
、外
道
邪
人
は
虚
妄
に
繞
わ
る

心
佛
と
衆
生
と
は
異
同
に
非
ず
、因
縁
に
し
て
顕
る
る
こ
と
猶
し
鏡
の
如
し

閑
房
に
攝
念
し
て
無
明
を
断
じ
、蘭
室
に
香
を
焚
い
て
讃
の
響
暢
ぶ

三
密
寂
寥
と
し
て
死
灰
に
同
じ
け
れ
ば
、諸
尊
感
應
し
て
忽
ち
来
訪
す

喜
ぶ
こ
と
莫
れ
嗔
る
こ
と
莫
れ
是
れ
法
界
な
り
、法
界
と
心
と
異
况
な
し

﹇
乾
闥
婆
城
の
喩
を
詠
ず
﹈

海
中
に
厳
麗
な
る
城
櫓
を
見
る
、走
馬
行
人
南
北
東
す

愚
者
は
乍
ち
に
観
て
實
有
り
と
為
す
、智
人
は
仮
に
し
て
空
な
り
と
能
く
知
る

天
堂
と
佛
閣
と
人
間
の
殿
と
、有
に
似
て
還
っ
て
無
な
る
こ
と
此
と
同
じ

咲
い
つ
可
し
嬰
兒
愛
取
す
る
こ
と
莫
れ
、能
く
観
じ
て
早
く
真
如
の
宮
に
住
す
べ
し

﹇
響
の
喩
を
詠
ず
﹈

口
中
峡
谷
空
堂
の
裏
、風
気
相
い
撃
っ
て
声
響
起
る

若
し
は
愚
若
し
は
智
聴
く
こ
と
同
じ
か
ら
ず
、或
い
は
嗔
り
或
い
は
喜
ぶ
相
い
似
た
る
に
非
ず

因
縁
を
尋
ね
覓
む
れ
ば
曾
て
無
性
な
り
、不
生
不
滅
に
し
て
終
始
無
し

一
心
に
安
住
し
て
分
別
す
る
こ
と
無
か
れ
、内
風
外
風
吾
が
耳
を
誑
か
す

﹇
水
月
の
喩
を
詠
ず
﹈

桂
影
団
団
と
し
て
寥
廓
に
飛
び
、千
河
万
器
各
の
暉
を
分
つ

法
身
寂
寂
と
し
て
大
空
に
住
し
、諸
趣
の
衆
生
互
い
に
入
帰
す

水
中
の
円
鏡
は
是
れ
偽
れ
る
物
、身
上
の
吾
我
も
復
た
非
な
り

如
如
不
動
に
し
て
人
の
為
に
説
き
、兼
ね
て
如
来
大
悲
の
衣
を
著
よ

﹇
如
泡
の
喩
を
詠
ず
﹈

天
雨
濛
濛
と
し
て
天
上
よ
り
来
た
れ
ば
、水
泡
種
種
に
し
て
水
中
に
開
く

乍
ち
に
生
じ
乍
ち
に
滅
す
れ
ど
も
水
を
離
れ
ず
、自
に
求
め
他
に
求
む
る
に
自
業
裁
す

即
心
の
変
化
不
思
議
な
り
、心
佛
之
を
作
す
怪
し
み
猜
う
こ
と
莫
れ

万
法
は
自
心
に
し
て
本
よ
り
一
体
な
り
、此
の
義
を
知
ら
ざ
る
は
尤
も
哀
む
べ
し

﹇
虚
空
花
の
喩
を
詠
ず
﹈

空
花
灼
灼
と
し
て
何
の
実
か
有
る
、無
色
無
形
に
し
て
但
だ
名
の
み
有
り

染
浄
は
元
来
動
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、雲
霧　

晴
す
る
を
濁
清
と
名
づ
く

實
相
如
如
に
し
て
一
味
の
法
な
り
、迷
人
妄
に
三
界
の
城
を
見
る

四
魔
三
毒
は
空
が
幻
な
り
、怖
れ
る
こ
と
莫
く
驚
く
こ
と
莫
く
六
情
を
除
け

﹇
旋
火
輪
の
喩
を
詠
ず
﹈

火
輪
手
に
随
い
て
方
と
円
と
な
り
、種
種
の
変
形
意
に
任
せ
て
遷
る

一
種
の
阿
字
多
く
旋
転
す
、無
辺
の
法
義
茲
に
因
り
て
宣
ぶ

跋
文

此
れ
是
の
十
喩
の
詩
は
、修
行
者
の
明
鏡
、求
佛
の
人
の
舟
筏
な
り
。

一
誦
一
諷
す
れ
ば
塵
巻
と
與
ん
じ
て
義
を
含
み
、

一
観
一
念
す
れ
ば
、沙
軸
と
將
ん
じ
て
以
て
理
を
得
。

故
に
翰
札
を
揮
い
、以
て
東
山
の
廣
智
禅
師
に
贈
る
。

物
を
覩
て
人
を
思
い
、千
歳
忘
る
る
こ
と
莫
れ
。

上
都
神
護
国
祚
真
言
寺
沙
門
少
僧
都
遍
照
金
剛 

天
長
四
年
三
月
一
日
之
を
書
す
。
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