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一
場 

�

◆
極
楽
。
御
釈
迦
様
が
地
獄
に
い
る
犍
陀
多
に
目
を
留
め
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

 
禅
智
内
供

ぜ
ん
ち
な
い
ぐ

の
鼻は
な

と
云い
え
ば
、
池い
け

の
尾お
で
知し
ら
な
い
者も
の

は
な
い
。
長な
が

さ
は
五
六
寸

ご
ろ
く
す
ん

あ
っ
て
  

上
唇

う
わ
く
ち
び
る

の
上う
え

か
ら
顋あ
ご

の
下し
た

ま
で
下さ
が

っ
て
い
る
。
形か
た
ち

は
 
元も
と

も
先さ
き

も
同お
な

じ
よ
う
に
太ふ
と

い
。 

云い

わ
ば
 
細
長
ほ
そ
な
が

い
腸
詰
ち
ょ
う
づ

め
の
よ
う
な
物も
の

が
、
ぶ
ら
り
と
顔か
お

の
ま
ん
中な
か

か
ら
  

ぶ
ら
下さ
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
五
十
歳

ご
じ
っ
さ
い

を
越こ

え
た
内
供
な
い
ぐ

は
、
沙
弥
し
ゃ
み

の
昔む
か
し

か
ら
、
内
道
場
供
奉

な
い
ど
う
じ
ょ
う
ぐ
ぶ

の
職し
ょ
く

に
陞の
ぼ

っ
た	

今
日
こ
ん
に
ち

ま
で
、
内
心
な
い
し
ん

で
は
 
始
終
し
じ
ゅ
う

こ
の
鼻は
な

を
苦く

に
病や

ん
で
来き

た
。
勿
論
も
ち
ろ
ん

表
面
ひ
ょ
う
め
ん

で
は
、	

今い
ま

で
も	

さ
ほ
ど
気き

に
な
ら
な
い
よ
う
な
顔か
お

を
し
て
 
す
ま
し
て
い
る
。
こ
れ
は	

専
念
せ
ん
ね
ん

に
当
来
と
う
ら
い

の
浄
土
じ
ょ
う
ど

を
渇
仰
か
つ
ご
う

す
べ
き
僧
侶
そ
う
り
ょ

の
身み

で
、
鼻は
な

の
心
配
し
ん
ぱ
い

を
す
る
の
が	

悪わ
る

い
と
思お
も

っ
た
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
自
分
じ
ぶ
ん

で
鼻は
な

を	

気き

に
し
て
い
る
と
云い

う
事こ
と

を
、
人ひ
と

に
知し

ら
れ
る
の
が
嫌い
や

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。	

内
供
な
い
ぐ

は
 
日
常
に
ち
じ
ょ
う

の
談
話
だ
ん
わ

の
中な
か

に
、
鼻は
な

と
云い

う
語ご

が
出で

て
来く

る
の
を
 
何な
に

よ
り
も	

惧お
そ

れ
て
い
た
。	

 
内
供
な
い
ぐ

が
鼻は
な

を
持も

て
あ
ま
し
た
理
由
り
ゆ
う

は
 
二ふ
た

つ
あ
る
。――

一ひ
と

つ
は
実
際
的

じ
っ
さ
い
て
き

に
、	

鼻は
な

の
長な
が

い
の
が
不
便
ふ
べ
ん

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
だ
い
い
ち
 
飯め
し

を
食く

う
時と
き

に
も
独ひ
と

り
で
は	

食く

え
な
い
。
独ひ
と

り
で
食く

え
ば
、
鼻は
な

の
先さ
き

が
鋺
か
な
ま
り

の
中な
か

の
飯め
し

へ
 
と
ど
い
て
し
ま
う
。	

そ
こ
で
内
供
な
い
ぐ

は
 
弟
子
で
し

の
一
人
ひ
と
り

を
膳ぜ
ん

の
向む
こ

う
へ
坐す
わ

ら
せ
て
、
飯め
し

を
食く

う
間
中

あ
い
だ
じ
ゅ
う

、	

広ひ
ろ

さ
一
寸
い
っ
す
ん
 
長な
が

さ
二
尺
に
し
ゃ
く

ば
か
り
の
板い
た

で
、
鼻は
な

を
持
上
も
ち
あ

げ
て
い
て
貰も
ら

う
事こ
と

に
し
た
。	

し
か
し
 
こ
う
し
て
飯め
し

を
食く

う
と
云い

う
事こ
と

は
、
持
上
も
ち
あ

げ
て
い
る
弟
子
で
し

に
と
っ
て
も
、	

持
上
も
ち
あ

げ
ら
れ
て
い
る
内
供
な
い
ぐ

に
と
っ
て
も
、
決け
っ

し
て
容
易
よ
う
い

な
事こ
と

で
は
な
い
。	
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一
度
い
ち
ど
 
こ
の
弟
子
で
し

の
代か
わ

り
を
し
た
中
童
子

ち
ゅ
う
ど
う
じ

が
、
嚏く
さ
め

を
し
た
拍
子
ひ
ょ
う
し

に
手て

が
ふ
る
え
て
、	

鼻は
な

を
粥か
ゆ

の
中な
か

へ
落お
と

し
た
話は
な
し

は
、
当
時
と
う
じ

京
都
き
ょ
う
と

ま
で
喧
伝
け
ん
で
ん

さ
れ
た
。――

け
れ
ど
も
こ
れ
は
 	

内
供
な
い
ぐ

に
と
っ
て
、
決け
っ

し
て
鼻は
な

を
苦く

に
病や

ん
だ
重お
も

な
理
由
り
ゆ
う

で
は
な
い
。
内
供
な
い
ぐ

は
 
実じ
つ

に	

こ
の
鼻は
な

に
よ
っ
て
傷き
ず

つ
け
ら
れ
る
 
自
尊
心

じ
そ
ん
し
ん

の
た
め
に
苦く
る

し
ん
だ
の
で
あ
る
。	

 
池い
け

の
尾お

の
町ま
ち

の
者も
の

は
、
こ
う
云い

う
鼻は
な

を
し
て
い
る
禅
智
ぜ
ん
ち

内
供
な
い
ぐ

の
た
め
に
、	

内
供
な
い
ぐ

の
俗ぞ
く

で
な
い
事こ
と

を
 
仕
合
し
あ
わ

せ
だ
と
云い
っ
た
。
あ
の
鼻は
な

で
は
 
誰だ
れ

も
妻つ
ま

に
な
る
女お
ん
な

が	

あ
る
ま
い
と
思お
も

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中な
か

に
は
ま
た
、
あ
の
鼻は
な

だ
か
ら
出
家
し
ゅ
っ
け

し
た
の
だ
ろ
う	

と
批
評
ひ
ひ
ょ
う

す
る
者も
の

さ
え
あ
っ
た
。
し
か
し
内
供
な
い
ぐ

は
、
自
分
じ
ぶ
ん

が
僧そ
う

で
あ
る
た
め
に
、	

幾
分
い
く
ぶ
ん

で
も
こ
の
鼻は
な

に
煩
わ
ず
ら
わ

さ
れ
る
事こ
と

が
少す
く
な

く
な
っ
た
と
思お
も

っ
て
い
な
い
。	

内
供
な
い
ぐ

の
自
尊
心

じ
そ
ん
し
ん

は
、
妻
帯
さ
い
た
い

と
云い
う
よ
う
な
 
結
果
的

け
っ
か
て
き

な
事
実
じ
じ
つ

に
左
右
さ
ゆ
う

さ
れ
る
た
め
に
は
、	

余あ
ま

り
に
デ
リ
ケ
イ
ト
に
出
来
で
き

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
内
供
な
い
ぐ

は
、
積
極
的

せ
っ
き
ょ
く
て
き

に
も	

消
極
的

し
ょ
う
き
ょ
く
て
き

に
も
、
こ
の
自
尊
心

じ
そ
ん
し
ん

の
毀
損
き
そ
ん

を
恢
復
か
い
ふ
く

し
よ
う
と
試こ
こ
ろ

み
た
。	

 
第
一
だ
い
い
ち

に
内
供
な
い
ぐ

の
考か
ん
が

え
た
の
は
、
こ
の
長な
が

い
鼻は
な

を
 
実
際
じ
っ
さ
い

以
上
い
じ
ょ
う

に
短み
じ
か

く
見み

せ
る	

方
法
ほ
う
ほ
う

で
あ
る
。
こ
れ
は
 
人ひ
と

の
い
な
い
時と
き

に
、
鏡か
が
み

へ
向む
か

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
く
ど

か
ら	

顔か
お

を
映う
つ

し
な
が
ら
、
熱
心
ね
っ
し
ん

に
工
夫
く
ふ
う

を
凝こ
ら
し
て
見み
た
。
ど
う
か
す
る
と
、
顔か
お

の
位
置
い
ち

を	

換か

え
る
だ
け
で
は
、
安
心
あ
ん
し
ん

が
出
来
で
き

な
く
な
っ
て
、
頬
杖
ほ
お
づ
え

を
つ
い
た
り
 
頤あ
ご

の
先さ
き

へ	

指ゆ
び

を
あ
て
が
っ
た
り
し
て
、
根
気
こ
ん
き

よ
く
鏡か
が
み

を
覗の
ぞ

い
て
見み

る
事こ
と

も
あ
っ
た
。
し
か
し
 	

自
分
じ
ぶ
ん

で
も
満
足
ま
ん
ぞ
く

す
る
ほ
ど
、鼻は
な

が
短み
じ
か

く
見み
え
た
事こ
と

は
、こ
れ
ま
で
に
た
だ
の
一
度
い
ち
ど

も
な
い
。	

時と
き

に
よ
る
と
、
苦
心
く
し
ん

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
長な
が

く
見み
え
る
よ
う
な
気き
さ
え
し
た
。	

内
供
な
い
ぐ

は
、
こ
う
云い

う
時と
き

に
は
、
鏡か
が
み

を
箱は
こ

へ
し
ま
い
な
が
ら
、
今
更
い
ま
さ
ら

の
よ
う
に	

た
め
息い
き

を
つ
い
て
、
不
承
不
承

ふ
し
ょ
う
ぶ
し
ょ
う

に
 
ま
た
元も
と

の
経
机

き
ょ
う
づ
く
え

へ
、
観
音
経

か
ん
の
ん
ぎ
ょ
う

を
よ
み
に	

帰か
え

る
の
で
あ
る
。	
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そ
れ
か
ら
ま
た
内
供
な
い
ぐ

は
、
絶た

え
ず
人ひ
と

の
鼻は
な

を
気き

に
し
て
い
た
。
池い
け

の
尾お

の
寺て
ら

は
、	

僧
供
講
説

そ
う
ぐ
こ
う
せ
つ

な
ど
の
し
ば
し
ば
行お
こ
な

わ
れ
る
寺て
ら

で
あ
る
。
寺て
ら

の
内う
ち

に
は
、
僧
坊
そ
う
ぼ
う

が	
隙す
き

な
く
建た

て
続つ
づ

い
て
、
湯
屋
ゆ
や

で
は
寺て
ら

の
僧そ
う

が
日
毎
ひ
ご
と

に
湯ゆ

を
沸わ

か
し
て
い
る
。
従し
た
が

っ
て	

こ
こ
へ
出
入
で
い
り

す
る
僧
俗
そ
う
ぞ
く

の
類た
ぐ
い

も
 
甚は
な
は

だ
多お
お

い
。
内
供
な
い
ぐ

は
 
こ
う
云い

う
人
々
ひ
と
び
と

の
顔か
お

を	

根
気
こ
ん
き

よ
く
物
色
ぶ
っ
し
ょ
く

し
た
。
一
人
ひ
と
り

で
も
自
分
じ
ぶ
ん

の
よ
う
な
鼻は
な

の
あ
る
人
間
に
ん
げ
ん

を
見み

つ
け
て
、	

安
心
あ
ん
し
ん

が
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
内
供
な
い
ぐ

の
眼め

に
は
、
紺こ
ん

の
水
干
す
い
か
ん

も
 	

白し
ろ

の
帷
子
か
た
び
ら

も	

は
い
ら
な
い
。
ま
し
て
柑
子
色

こ
う
じ
い
ろ

の
帽
子
も
う
す

や
、
椎
鈍
し
い
に
び

の
法
衣
こ
ろ
も

な
ぞ
は
、	

見
慣
み
な

れ
て
い
る
だ
け
に
、
有あ

れ
ど
も
無な

き
が
如ご
と

く
で
あ
る
。
内
供
な
い
ぐ

は
人ひ
と

を
見み

ず
に
、	

た
だ
、
鼻は
な

を
見み

た
。―

―

し
か
し
鍵
鼻
か
ぎ
ば
な

は
あ
っ
て
も
、
内
供
な
い
ぐ

の
よ
う
な
鼻は
な

は
 	

一ひ
と

つ
も
見
当
み
あ
た

ら
な
い
。
そ
の
見
当
み
あ
た

ら
な
い
事こ
と

が
度
重
た
び
か
さ

な
る
に
従し
た
が

っ
て
、	

内
供
な
い
ぐ

の
心こ
こ
ろ

は
次
第
し
だ
い

に
ま
た
不
快
ふ
か
い

に
な
っ
た
。
内
供
な
い
ぐ

が
人ひ
と

と
話は
な

し
な
が
ら
、	

思お
も

わ
ず
ぶ
ら
り
と
下さ
が

っ
て
い
る
鼻は
な

の
先さ
き

を
つ
ま
ん
で
見み

て
、
年
甲
斐

と
し
が
い

も
な
く	

顔か
お

を
赤あ
か

ら
め
た
の
は
、
全ま
っ
た

く
 
こ
の
不
快
ふ
か
い

に
動う
ご

か
さ
れ
て
の
所
為
し
ょ
い

で
あ
る
。	

 
最
後
さ
い
ご

に
、
内
供
な
い
ぐ

は
、
内
典
外
典

な
い
て
ん
げ
て
ん

の
中な
か

に
、
自
分
じ
ぶ
ん

と
同お
な

じ
よ
う
な
鼻は
な

の
あ
る
人
物
じ
ん
ぶ
つ

を	

見
出
み
い
だ

し
て
、
せ
め
て
も
幾
分
い
く
ぶ
ん

の
心こ
こ
ろ

や
り
に
し
よ
う
と
さ
え
 
思お
も

っ
た
事こ
と

が
あ
る
。	

け
れ
ど
も
、
目
連
も
く
れ
ん

や
、舎
利
弗

し
ゃ
り
ほ
つ

の
鼻は
な

が
長な
が

か
っ
た
と
は
、ど
の
経
文
き
ょ
う
も
ん

に
も
書か
い
て
な
い
。	

勿
論
も
ち
ろ
ん

竜
樹
り
ゅ
う
じ
ゅ

や
馬
鳴
め
み
ょ
う

も
、
人
並
ひ
と
な
み

の
鼻は
な

を
備そ
な

え
た
菩
薩
ぼ
さ
つ

で
あ
る
。
内
供
な
い
ぐ

は
、	

震
旦
し
ん
た
ん

の
話は
な
し

の
序つ
い
で

に
蜀
漢
し
ょ
く
か
ん

の
劉
玄
徳

り
ゅ
う
げ
ん
と
く

の
耳み
み

が
長な
が

か
っ
た
と
云い
う
事こ
と

を
聞き
い
た
時と
き

に
、	

そ
れ
が
鼻は
な

だ
っ
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
自
分
じ
ぶ
ん

は
心
細
こ
こ
ろ
ぼ
そ

く
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
思お
も

っ
た
。	

 
内
供
な
い
ぐ

が
こ
う
云い

う
消
極
的

し
ょ
う
き
ょ
く
て
き

な
苦
心
く
し
ん

を
し
な
が
ら
も
、
一
方
い
っ
ぽ
う

で
は
ま
た
、	

積
極
的

せ
っ
き
ょ
く
て
き

に
鼻は
な

の
短み
じ
か

く
な
る
方
法
ほ
う
ほ
う

を
試こ
こ
ろ

み
た
事こ
と

は
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に	

云い
う
ま
で
も
な
い
。
内
供
な
い
ぐ

は
 
こ
の
方
面
ほ
う
め
ん

で
も
 
ほ
と
ん
ど
出
来
で
き

る
だ
け
の
事こ
と

を
し
た
。	
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烏
瓜
か
ら
す
う
り

を
煎せ
ん

じ
て
飲の
ん
で
見み
た
事こ
と

も
あ
る
。
鼠ね
ず
み

の
尿い
ば
り

を
鼻は
な

へ
な
す
っ
て
見み
た
事こ
と

も
あ
る
。	

し
か
し
何な
に

を
ど
う
し
て
も
、
鼻は
な

は
依
然
い
ぜ
ん

と
し
て
、
五
六
寸

ご
ろ
く
す
ん

の
長な
が

さ
を
 
ぶ
ら
り
と	

唇
く
ち
び
る

の
上う
え

に
ぶ
ら
下さ
げ
て
い
る
で
は
な
い
か
。	
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二
場 

 
 
所と
こ
ろ

が
 
あ
る
年と
し

の
秋あ
き

、
内
供
な
い
ぐ

の
用よ
う

を
兼か

ね
て
、
京き
ょ
う

へ
上の
ぼ

っ
た
弟
子
で
し

の
僧そ
う

が
、	

知
己
し
る
べ

の
医
者
い
し
ゃ

か
ら
 
長な
が

い
鼻は
な

を
短み
じ
か

く
す
る
法ほ
う

を
教お
そ

わ
っ
て
来き
た
。そ
の
医
者
い
し
ゃ

と
云い
う
の
は
、	

も
と
震
旦
し
ん
た
ん

か
ら
渡わ
た

っ
て
来き
た
男お
と
こ

で
、当
時
と
う
じ

は
長
楽
寺

ち
ょ
う
ら
く
じ

の
供
僧
ぐ
そ
う

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
鼻は
な

な
ど
は
気き

に
か
け
な
い
と
云い

う
風ふ
う

を
し
て
、	

わ
ざ
と
 
そ
の
法ほ
う

も
す
ぐ
に
や
っ
て
見み
よ
う
と
は
云い
わ
ず
に
い
た
。
そ
う
し
て
一
方
い
っ
ぽ
う

で
は
、	

気
軽
き
が
る

な
口
調
く
ち
ょ
う

で
、
食
事
し
ょ
く
じ

の
度
毎
た
び
ご
と

に
、
弟
子
で
し

の
手
数
て
す
う

を
か
け
る
の
が
、
心
苦
こ
こ
ろ
ぐ
る

し
い	

と
云い
う
よ
う
な
事こ
と

を
云い
っ
た
。
内
心
な
い
し
ん

で
は
勿
論
も
ち
ろ
ん
 
弟
子
で
し

の
僧そ
う

が
、
自
分
じ
ぶ
ん

を
説
伏
と
き
ふ

せ
て
、	

こ
の
法ほ
う

を
試こ
こ
ろ

み
さ
せ
る
の
を
待ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
弟
子
で
し

の
僧そ
う

に
も
、	

内
供
な
い
ぐ

の
こ
の
策
略
さ
く
り
ゃ
く

が
わ
か
ら
な
い
筈は
ず

は
な
い
。
し
か
し
 
そ
れ
に
対た
い

す
る
反
感
は
ん
か
ん

よ
り
は
、	

内
供
な
い
ぐ

の
そ
う
云い

う
策
略
さ
く
り
ゃ
く

を
と
る
心こ
こ
ろ

も
ち
の
方ほ
う

が
、
よ
り
強つ
よ

く
 
こ
の
弟
子
で
し

の
僧そ
う

の	

同
情
ど
う
じ
ょ
う

を
動う
ご

か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
弟
子
で
し

の
僧そ
う

は
、
内
供
な
い
ぐ

の
予
期
よ
き

通と
お

り
、
口く
ち

を
極き
わ

め
て
、	

こ
の
法ほ
う

を
試こ
こ
ろ

み
る
事こ
と

を
勧す
す

め
出だ
し
た
。そ
う
し
て
、内
供
な
い
ぐ

自
身
じ
し
ん

も
ま
た
、そ
の
予
期
よ
き

通と
お

り
、	

結
局
け
っ
き
ょ
く

こ
の
熱
心
ね
っ
し
ん

な
勧
告
か
ん
こ
く

に
聴
従

ち
ょ
う
じ
ゅ
う

す
る
事こ
と

に
な
っ
た
。	

 
そ
の
法ほ
う

と
云い
う
の
は
、た
だ
、湯ゆ
で
鼻は
な

を
茹ゆ
で
て
、そ
の
鼻は
な

を
人ひ
と

に
踏ふ
ま
せ
る
と
云い
う
、	

極き
わ

め
て
簡
単
か
ん
た
ん

な
も
の
で
あ
っ
た
。	

 
湯ゆ

は
寺て
ら

の
湯
屋
ゆ
や

で
、
毎
日
ま
い
に
ち

沸わ

か
し
て
い
る
。
そ
こ
で
弟
子
で
し

の
僧そ
う

は
、
指ゆ
び

も	

入い
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
熱あ
つ

い
湯ゆ
を
、
す
ぐ
に
提ひ
さ
げ

に
入い
れ
て
、
湯
屋
ゆ
や

か
ら
汲く
ん
で
来き
た
。	

し
か
し
 
じ
か
に
こ
の
提ひ
さ
げ

へ
鼻は
な

を
入い

れ
る
と
な
る
と
、
湯
気
ゆ
げ

に
吹ふ

か
れ
て	

顔か
お

を
火
傷
や
け
ど

す
る
惧お
そ
れ

が
あ
る
。
そ
こ
で
折
敷
お
し
き

へ
穴あ
な

を
あ
け
て
、
そ
れ
を
提ひ
さ
げ

の
蓋ふ
た

に
し
て
、	

そ
の
穴あ
な

か
ら
鼻は
な

を
湯ゆ

の
中な
か

へ
入い

れ
る
事こ
と

に
し
た
。
鼻は
な

だ
け
は
 
こ
の
熱あ
つ

い
湯ゆ

の
中な
か

へ	

浸ひ
た

し
て
も
、
少す
こ

し
も
熱あ
つ

く
な
い
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
弟
子
で
し

の
僧そ
う

が
云い
っ
た
。	
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弟
子	

――

も
う
茹ゆ
だ

っ
た
時
分
じ
ぶ
ん

で
ご
ざ
ろ
う
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
苦
笑
く
し
ょ
う

し
た
。こ
れ
だ
け
聞き
い
た
の
で
は
、
誰だ
れ

も
鼻は
な

の
話は
な
し

と
は
 
気き
が
つ
か
な
い	

だ
ろ
う
と
思お
も

っ
た
か
ら
で
あ
る
。鼻は
な

は
熱
湯
ね
っ
と
う

に
蒸む
さ
れ
て
、蚤の
み

の
食く
っ
た
よ
う
に
む
ず
痒が
ゆ

い
。	

 
弟
子
で
し

の
僧そ
う

は
、
内
供
な
い
ぐ

が
折
敷
お
し
き

の
穴あ
な

か
ら
鼻は
な

を
ぬ
く
と
、
そ
の
ま
だ
湯
気
ゆ
げ

の
立た
っ
て
い
る	

鼻は
な

を
、
両
足
り
ょ
う
あ
し

に
力ち
か
ら

を
入い

れ
な
が
ら
、
踏ふ

み
は
じ
め
た
。
内
供
な
い
ぐ

は
横よ
こ

に
な
っ
て
、	

鼻は
な

を
床
板
ゆ
か
い
た

の
上う
え

へ
の
ば
し
な
が
ら
、
弟
子
で
し

の
僧そ
う

の
足あ
し

が
上
下
う
え
し
た

に
動う
ご

く
の
を	

眼め

の
前ま
え

に
見み

て
い
る
の
で
あ
る
。
弟
子
で
し

の
僧そ
う

は
、
時
々
と
き
ど
き

気き

の
毒ど
く

そ
う
な
顔か
お

を
し
て
、	

内
供
な
い
ぐ

の
禿は
げ
頭あ
た
ま

を
見
下
み
お
ろ

し
な
が
ら
、
こ
ん
な
事こ
と

を
云い
っ
た
。	

弟
子	

――

痛い
と

う
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
な
。
医
師
い
し

は
責せ
め
て
踏ふ
め
と
申も
う

し
た
で
。	

	

じ
ゃ
が
、
痛い
と

う
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
な
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
首く
び

を
振ふ

っ
て
、
痛い
た

く
な
い
と
云い

う
意
味
い
み

を
示し
め

そ
う
と
し
た
。
所と
こ
ろ

が
 	

鼻は
な

を
踏ふ
ま
れ
て
い
る
の
で
 
思お
も

う
よ
う
に
首く
び

が
動う
ご

か
な
い
。
そ
こ
で
、
上
眼
う
わ
め

を
使つ
か

っ
て	

弟
子
で
し

の
僧そ
う

の
足あ
し

に
皹
あ
か
ぎ
れ

の
き
れ
て
い
る
の
を
眺な
が

め
な
が
ら
、
腹は
ら

を
立た
て
た
よ
う
な
声こ
え

で
、	

内
供 

――

痛い
と

う
は
な
い
て
。	

 
と
答こ
た

え
た
。
実
際
じ
っ
さ
い
 
鼻は
な

は
む
ず
痒が
ゆ

い
所と
こ
ろ

を
踏ふ
ま
れ
る
の
で
、
痛い
た

い
よ
り
も
か
え
っ
て	

気き
も
ち
の
い
い
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。	

 
し
ば
ら
く
踏ふ
ん
で
い
る
と
、
や
が
て
、
粟
粒
あ
わ
つ
ぶ

の
よ
う
な
も
の
が
、
鼻は
な

へ
出
来
で
き

は
じ
め
た
。	

云い

わ
ば
 
毛け

を
む
し
っ
た
小
鳥
こ
と
り

を
 
そ
っ
く
り
丸
炙
ま
る
や
き

に
し
た
よ
う
な
形か
た
ち

で
あ
る
。	

弟
子
で
し

の
僧そ
う

は
こ
れ
を
見み
る
と
、
足あ
し

を
止と
め
て
独ひ
と

り
言ご
と

の
よ
う
に
こ
う
云い
っ
た
。	

弟
子	

――

こ
れ
を
鑷
子
け
ぬ
き

で
ぬ
け
と
申も
う

す
事こ
と

で
ご
ざ
っ
た
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
、
不
足
ふ
そ
く

ら
し
く
頬ほ
お

を
ふ
く
ら
せ
て
、
黙だ
ま

っ
て
弟
子
で
し

の
僧そ
う

の
す
る
な
り
に	

任ま
か

せ
て
置お

い
た
。
勿
論
も
ち
ろ
ん

弟
子
で
し

の
僧そ
う

の
親
切
し
ん
せ
つ

が
わ
か
ら
な
い
訳わ
け

で
は
な
い
。	
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そ
れ
は
分わ
か

っ
て
も
、
自
分
じ
ぶ
ん

の
鼻は
な

を
ま
る
で
物
品
ぶ
っ
ぴ
ん

の
よ
う
に
取
扱
と
り
あ
つ
か

う
の
が
、	

不
愉
快

ふ
ゆ
か
い

に
思お
も

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
内
供
な
い
ぐ

は
、
信
用
し
ん
よ
う

し
な
い
医
者
い
し
ゃ

の
手
術
し
ゅ
じ
ゅ
つ

を
う
け
る	

患
者
か
ん
じ
ゃ

の
よ
う
な
顔か
お

を
し
て
、
不
承
不
承

ふ
し
ょ
う
ぶ
し
ょ
う

に
弟
子
で
し

の
僧そ
う

が
、
鼻は
な

の
毛
穴
け
あ
な

か
ら
鑷
子
け
ぬ
き

で	

脂あ
ぶ
ら

を
と
る
の
を
眺な
が

め
て
い
た
。
脂あ
ぶ
ら

は
、
鳥と
り

の
羽は
ね

の
茎く
き

の
よ
う
な
形か
た
ち

を
し
て
、	

四
分
し
ぶ

ば
か
り
の
長な
が

さ
に
ぬ
け
る
の
で
あ
る
。	

 
や
が
て
こ
れ
が
一
通
ひ
と
と
お

り
す
む
と
、
弟
子
で
し

の
僧そ
う

は
、
ほ
っ
と
一
息
ひ
と
い
き

つ
い
た
よ
う
な	

顔か
お

を
し
て
、	

弟
子	

――

も
う
一
度
い
ち
ど

、
こ
れ
を
茹ゆ
で
れ
ば
よ
う
ご
ざ
る
。	

 
と
云い
っ
た
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
 
や
は
り
、
八は
ち

の
字じ
を
よ
せ
た
ま
ま
 
不
服
ふ
ふ
く

ら
し
い
顔か
お

を
し
て
、
弟
子
で
し

の
僧そ
う

の	

云い
う
な
り
に
な
っ
て
い
た
。	

 
さ
て
 
二
度
目

に
ど
め

に
茹ゆ

で
た
鼻は
な

を
出だ

し
て
見み

る
と
、
成
程
な
る
ほ
ど

、
い
つ
に
な
く	

短み
じ
か

く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
 
あ
た
り
ま
え
の
鍵
鼻
か
ぎ
ば
な

と
大た
い

し
た
変か
わ

り
は
な
い
。	

内
供
な
い
ぐ

は
 
そ
の
短み
じ
か

く
な
っ
た
鼻は
な

を
撫な
で
な
が
ら
、
弟
子
で
し

の
僧そ
う

の
出だ
し
て
く
れ
る
鏡か
が
み

を
、	

極き
ま

り
が
悪わ
る
そ
う
に
お
ず
お
ず
覗の
ぞ

い
て
見み
た
。	

 
鼻は
な

は――

あ
の
顋あ
ご

の
下し
た

ま
で
下く
だ

っ
て
い
た
鼻は
な

は
、
ほ
と
ん
ど
嘘う
そ

の
よ
う
に
萎
縮
い
し
ゅ
く

し
て
、	

今い
ま

は
僅わ
ず
か

に
 
上
唇

う
わ
く
ち
び
る

の
上う
え

で
意
気
地

い
く
じ

な
く
 
残
喘
ざ
ん
ぜ
ん

を
保た
も

っ
て
い
る
。	

所
々

と
こ
ろ
ど
こ
ろ

ま
だ
ら
に
赤あ
か

く
な
っ
て
い
る
の
は
、
恐お
そ

ら
く
踏ふ

ま
れ
た
時と
き

の
痕あ
と

で
あ
ろ
う
。	

こ
う
な
れ
ば
、
も
う
誰だ
れ

も
哂わ
ら

う
も
の
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。――

鏡か
が
み

の
中な
か

に
あ
る	

内
供
な
い
ぐ

の
顔か
お

は
、
鏡か
が
み

の
外そ
と

に
あ
る
内
供
な
い
ぐ

の
顔か
お

を
見み
て
、満
足
ま
ん
ぞ
く

そ
う
に
眼め
を
し
ば
た
た
い
た
。	

 
し
か
し
、
そ
の
日ひ

は
 
ま
だ
一
日
い
ち
に
ち

、
鼻は
な

が
ま
た
長な
が

く
な
り
は
し
な
い
か
と
云い

う	

不
安
ふ
あ
ん

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
内
供
な
い
ぐ

は
 
誦
経
ず
ぎ
ょ
う

す
る
時と
き

に
も
、
食
事
し
ょ
く
じ

を
す
る
時と
き

に
も
、	
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暇ひ
ま

さ
え
あ
れ
ば
手て

を
出だ

し
て
、
そ
っ
と
鼻は
な

の
先さ
き

に
さ
わ
っ
て
見み

た
。
が
、
鼻は
な

は
 	

行
儀
ぎ
ょ
う
ぎ

よ
く
唇
く
ち
び
る

の
上う
え

に
納お
さ

ま
っ
て
い
る
だ
け
で
、
格
別
か
く
べ
つ

そ
れ
よ
り
下し
た

へ	
ぶ
ら
下さ
が

っ
て
来く
る
景
色
け
し
き

も
な
い
。
そ
れ
か
ら
一
晩
ひ
と
ば
ん

寝ね
て
 
あ
く
る
日ひ

早は
や

く
眼め
が
さ
め
る
と
 	

内
供
な
い
ぐ

は
ま
ず
、
第
一
だ
い
い
ち

に
、
自
分
じ
ぶ
ん

の
鼻は
な

を
撫な

で
て
見み

た
。
鼻は
な

は
 
依
然
い
ぜ
ん

と
し
て
短み
じ
か

い
。	

内
供
な
い
ぐ

は
 
そ
こ
で
、
幾
年
い
く
ね
ん

に
も
な
く
、
法
華
経

ほ
け
き
ょ
う

書
写
し
ょ
し
ゃ

の
功こ
う

を
積つ

ん
だ
時と
き

の
よ
う
な
、	

の
び
の
び
し
た
気
分
き
ぶ
ん

に
な
っ
た
。	
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三
場 

 
 
所と
こ
ろ

が
二
三
日

に
さ
ん
に
ち

た
つ
中う
ち

に
、
内
供
な
い
ぐ

は
 
意
外
い
が
い

な
事
実
じ
じ
つ

を
発
見
は
っ
け
ん

し
た
。
そ
れ
は
 
折お
り

か
ら
、	

用
事
よ
う
じ

が
あ
っ
て
、
池い
け

の
尾お
の
寺て
ら

を
訪お
と
ず

れ
た
侍
さ
む
ら
い

が
、
前ま
え

よ
り
も
一
層
い
っ
そ
う
 
可
笑
お
か

し
そ
う
な	

顔か
お

を
し
て
、
話は
な
し

も
碌
々
ろ
く
ろ
く

せ
ず
に
、じ
ろ
じ
ろ
内
供
な
い
ぐ

の
鼻は
な

ば
か
り
眺な
が

め
て
い
た
事こ
と

で
あ
る
。	

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、か
つ
て
、内
供
な
い
ぐ

の
鼻は
な

を
粥か
ゆ

の
中な
か

へ
落お
と

し
た
事こ
と

の
あ
る
中
童
子

ち
ゅ
う
ど
う
じ

な
ぞ
は
、	

講
堂
こ
う
ど
う

の
外そ
と

で
内
供
な
い
ぐ

と
行い

き
ち
が
っ
た
時と
き

に
、
始は
じ

め
は
、
下し
た

を
向む

い
て
可
笑
お
か

し
さ
を	

こ
ら
え
て
い
た
が
、
と
う
と
う
こ
ら
え
兼か

ね
た
と
見み

え
て
、
一
度
い
ち
ど

に
ふ
っ
と	

吹ふ

き
出だ

し
て
し
ま
っ
た
。
用よ
う

を
云い

い
つ
か
っ
た
下
法
師

し
も
ほ
う
し

た
ち
が
、	

面め
ん

と
向む
か

っ
て
い
る
間あ
い
だ

だ
け
は
、
慎つ
つ
し

ん
で
聞き
い
て
い
て
も
、
内
供
な
い
ぐ

が
後う
し
ろ

さ
え
向む
け
ば
、	

す
ぐ
に	

く
す
く
す
笑わ
ら

い
出だ
し
た
の
は
、
一
度
い
ち
ど

や
二
度
に
ど

の
事こ
と

で
は
な
い
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
は
じ
め
、
こ
れ
を
自
分
じ
ぶ
ん

の
顔か
お

が
わ
り
が
し
た
せ
い
だ
と
解
釈
か
い
し
ゃ
く

し
た
。	

し
か
し
 
ど
う
も
こ
の
解
釈
か
い
し
ゃ
く

だ
け
で
は
十
分
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
説
明
せ
つ
め
い

が
つ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。	

――

勿
論
も
ち
ろ
ん

、
中
童
子

ち
ゅ
う
ど
う
じ

や
下
法
師

し
も
ほ
う
し

が
哂わ
ら

う
原
因
げ
ん
い
ん

は
、
そ
こ
に
あ
る
の
に
ち
が
い
な
い
。	

け
れ
ど
も
同お
な

じ
哂わ
ら

う
に
し
て
も
、
鼻は
な

の
長な
が

か
っ
た
昔む
か
し

と
は
、
哂わ
ら

う
の
に
ど
こ
と
な
く	

容
子
よ
う
す

が
ち
が
う
。
見
慣
み
な

れ
た
長な
が

い
鼻は
な

よ
り
、
見
慣
み
な

れ
な
い
短み
じ
か

い
鼻は
な

の
方ほ
う

が	

滑
稽
こ
っ
け
い

に
見み
え
る
と
云い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
に
は
ま
だ
何な
に

か
あ
る
ら
し
い
。	

内
供	

――

前ま
え

に
は
あ
の
よ
う
に
 
つ
け
つ
け
と
は
哂わ
ら

わ
な
ん
だ
て
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
、
誦ず

し
か
け
た
経
文
き
ょ
う
も
ん

を
や
め
て
、
禿は

げ
頭あ
た
ま

を
傾か
た
む

け
な
が
ら
、	

時
々
と
き
ど
き

こ
う
呟つ
ぶ
や

く
事こ
と

が
あ
っ
た
。
愛あ
い

す
べ
き
内
供
な
い
ぐ

は
、
そ
う
云い

う
時と
き

に
な
る
と
、	

必か
な
ら

ず
ぼ
ん
や
り
、
傍
か
た
わ
ら

に
か
け
た
普
賢
ふ
げ
ん

の
画
像
が
ぞ
う

を
眺な
が

め
な
が
ら
、
鼻は
な

の
長な
が

か
っ
た	

四
五
日
前

し
ご
に
ち
ま
え

の
事こ
と

を
憶お
も

い
出だ
し
て
、「
今い
ま

は
 
む
げ
に	

い
や
し
く
な
り
さ
が
れ
る
人ひ
と

の
、	

さ
か
え
た
る
昔む
か
し

を	

し
の
ぶ
が
ご
と
く
」
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。	
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―
―

内
供
な
い
ぐ

に
は
、
遺
憾
い
か
ん

な
が
ら
こ
の
問と
い

に
答こ
た
え

を
与あ
た

え
る
明め
い

が
欠か

け
て
い
た
。	

 ――
人
間
に
ん
げ
ん

の
心こ
こ
ろ

に
は
 
互た
が
い

に
矛
盾
む
じ
ゅ
ん

し
た
二ふ
た

つ
の
感
情
か
ん
じ
ょ
う

が
あ
る
。
勿
論
も
ち
ろ
ん

、	
誰だ
れ

で
も
他
人
た
に
ん

の
不
幸
ふ
こ
う

に
 
同
情
ど
う
じ
ょ
う

し
な
い
者も
の

は
な
い
。
所と
こ
ろ

が
 
そ
の
人ひ
と

が
そ
の
不
幸
ふ
こ
う

を
、	

ど
う
に
か
し
て
切き

り
ぬ
け
る
事こ
と

が
出
来
で
き

る
と
、
今
度
こ
ん
ど

は
 
こ
っ
ち
で
何な
ん

と
な
く
 	

物
足
も
の
た

り
な
い
よ
う
な
心こ
こ
ろ

も
ち
が
す
る
。
少す
こ

し
誇
張
こ
ち
ょ
う

し
て
云い
え
ば
、
も
う
一
度
い
ち
ど

そ
の
人ひ
と

を
、	

同お
な

じ
不
幸
ふ
こ
う

に
陥
お
と
し
い

れ
て
見み

た
い
よ
う
な
気き
に
さ
え
な
る
。
そ
う
し
て
い
つ
の
間ま

に
か
、	

消
極
的

し
ょ
う
き
ょ
く
て
き

で
は
あ
る
が
、
あ
る
敵
意
て
き
い

を
そ
の
人ひ
と

に
対た
い

し
て
抱い
だ

く
よ
う
な
事こ
と

に
な
る
。	

――

内
供
な
い
ぐ

が
、
理
由
り
ゆ
う

を
知し

ら
な
い
な
が
ら
も
、
何な
ん

と
な
く
不
快
ふ
か
い

に
思お
も

っ
た
の
は
、	

池い
け

の
尾お

の
僧
俗
そ
う
ぞ
く

の
態
度
た
い
ど

に
、
こ
の
傍
観
者

ぼ
う
か
ん
し
ゃ

の
利
己
主
義

り
こ
し
ゅ
ぎ

を
 
そ
れ
と
な
く	

感か
ん

づ
い
た
か
ら
に	

ほ
か
な
ら
な
い
。	

 
そ
こ
で
内
供
な
い
ぐ

は
 
日
毎
ひ
ご
と

に
機
嫌
き
げ
ん

が
悪わ
る

く
な
っ
た
。
二
言
目

ふ
た
こ
と
め

に
は
、
誰だ
れ

で
も
意
地
悪

い
じ
わ
る

く	

叱し
か

り
つ
け
る
。
し
ま
い
に
は
 
鼻は
な

の
療
治
り
ょ
う
じ

を
し
た
あ
の
弟
子
で
し

の
僧そ
う

で
さ
え
、	

弟
子	

「
内
供
な
い
ぐ

は
 
法
慳
貪

ほ
う
け
ん
ど
ん

の
罪つ
み

を
受う
け
ら
れ
る
ぞ
」	

と
陰
口
か
げ
ぐ
ち

を
き
く
ほ
ど
に
な
っ
た
。
殊こ
と

に
内
供
な
い
ぐ

を
怒お
こ

ら
せ
た
の
は
、
例れ
い

の
悪
戯
い
た
ず
ら

な	

中
童
子

ち
ゅ
う
ど
う
じ

で
あ
る
。
あ
る
日ひ

、
け
た
た
ま
し
く
犬い
ぬ

の
吠ほ

え
る
声こ
え

が
す
る
の
で
、	

内
供
な
い
ぐ

が
何
気
な
に
げ

な
く
外そ
と

へ
出で

て
見み

る
と
、
中
童
子

ち
ゅ
う
ど
う
じ

は
、
二
尺
に
し
ゃ
く

ば
か
り
の
木き

の
片き
れ

を	

ふ
り
ま
わ
し
て
、
毛け
の
長な
が

い
、
痩や

せ
た
尨
犬
む
く
い
ぬ

を
逐お

い
ま
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
も
た
だ
、	

逐お
い
ま
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。	

中
童
子	

「
鼻は
な

を
打う
た
れ
ま
い
。
そ
れ
、
鼻は
な

を
打う
た
れ
ま
い
」	

と
囃は
や

し
な
が
ら
、
逐お

い
ま
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
供
な
い
ぐ

は
、
中
童
子

ち
ゅ
う
ど
う
じ

の
手て

か
ら	

そ
の
木き

の
片き
れ

を
ひ
っ
た
く
っ
て
、
し
た
た
か
そ
の
顔か
お

を
打う

っ
た
。
木き

の
片き
れ

は
 	

以
前
い
ぜ
ん

の
鼻
持
上

は
な
も
た

げ
の
木き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。	
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内
供
な
い
ぐ

は
な
ま
じ
い
に
、
鼻は
な

の
短み
じ
か

く
な
っ
た
の
が
、
か
え
っ
て
恨う
ら

め
し
く
な
っ
た
。	

 
す
る
と	

あ
る
夜よ
る

の
事こ
と

で
あ
る
。
日ひ
が
暮く
れ
て
か
ら
 
急き
ゅ
う

に
風か
ぜ

が
出で
た
と
見み
え
て
、	

塔と
う

の
風
鐸
ふ
う
た
く

の
鳴な

る
音お
と

が
、
う
る
さ
い
ほ
ど
枕ま
く
ら

に
通と
お

っ
て
来き

た
。
そ
の
上う
え

、
寒さ
む

さ
も		

め
っ
き
り
加く
わ

わ
っ
た
の
で
、
老
年
ろ
う
ね
ん

の
内
供
な
い
ぐ

は
 
寝ね

つ
こ
う
と
し
て
も
寝ね

つ
か
れ
な
い
。	

そ
こ
で
 
床と
こ

の
中な
か

で	
ま
じ
ま
じ
し
て
い
る
と
、
ふ
と
 
鼻は
な

が
い
つ
に
な
く
、	

む
ず
痒か
ゆ

い
の
に
気き

が
つ
い
た
。
手て

を
あ
て
て
見み

る
と
 
少
し
水
気
す
い
き

が
来き

た
よ
う
に	 	

む
く
ん
で
い
る
。
ど
う
や
ら	

そ
こ
だ
け
、
熱あ
つ

さ
え
も
あ
る
ら
し
い
。	

内
供	

――

無
理
む
り

に
短み
じ
こ

う
し
た
で
、
病や
ま
い

が
起お
こ

っ
た
の
か
も
知し
れ
ぬ
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
、
仏
前
ぶ
つ
ぜ
ん

に
香
花
こ
う
げ

を
供そ
な

え
る
よ
う
な
恭
う
や
う
や

し
い
手て
つ
き
で
、
鼻は
な

を
抑お
さ

え
な
が
ら
、	

こ
う
呟つ
ぶ
や

い
た
。	
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四
場 

 
 
翌
朝
よ
く
あ
さ

、内
供
な
い
ぐ

が
 
い
つ
も
の
よ
う
に
早は
や

く
眼め
を
さ
ま
し
て
見み
る
と
、寺
内
じ
な
い

の
銀
杏
い
ち
ょ
う

や
橡と
ち

が
 	

一
晩
ひ
と
ば
ん

の
中う
ち

に
葉は

を
落お
と

し
た
の
で
、
庭に
わ

は
黄
金
き
ん

を
敷し

い
た
よ
う
に
明あ
か

る
い
。	

塔と
う

の
屋
根
や
ね

に
は
 
霜し
も

が
下お

り
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
う
す
い
朝
日
あ
さ
ひ

に
、	

九
輪
く
り
ん

が	

ま
ば
ゆ
く
光ひ
か

っ
て
い
る
。
禅
智
ぜ
ん
ち

内
供
な
い
ぐ

は
、
蔀し
と
み

を
上あ

げ
た
縁え
ん

に
立た

っ
て
、	

深ふ
か

く
息い
き

を
す
い
こ
ん
だ
。	

 
ほ
と
ん
ど
、
忘わ
す

れ
よ
う
と
し
て
い
た
 
あ
る
感
覚
か
ん
か
く

が
、
再ふ
た
た

び
 
内
供
な
い
ぐ

に	

帰か
え

っ
て
来き
た
の
は
こ
の
時と
き

で
あ
る
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
 
慌あ
わ

て
て
鼻は
な

へ
手て

を
や
っ
た
。
手て

に
さ
わ
る
も
の
は
、
昨
夜
ゆ
う
べ

の	

短み
じ
か

い
鼻は
な

で
は
な
い
。
上
唇

う
わ
く
ち
び
る

の
上う
え

か
ら
顋あ
ご

の
下し
た

ま
で
、
五
六
寸

ご
ろ
く
す
ん

あ
ま
り
も
 	

ぶ
ら
下さ
が

っ
て
い
る
、
昔む
か
し

の
長な
が

い
鼻は
な

で
あ
る
。
内
供
な
い
ぐ

は
 
鼻は
な

が
一
夜
い
ち
や

の
中う
ち

に
、	

ま
た
元も
と

の
通と
お

り
長な
が

く
な
っ
た
の
を
知し

っ
た
。
そ
う
し
て
 
そ
れ
と
同
時
ど
う
じ

に
、
鼻は
な

が	

短み
じ
か

く
な
っ
た
時と
き

と
同お
な

じ
よ
う
な
、
は
れ
ば
れ
し
た
心こ
こ
ろ

も
ち
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
 	

帰か
え

っ
て
来く
る
の
を
感か
ん

じ
た
。	

 ――

こ
う
な
れ
ば
、
も
う
誰だ
れ

も
哂わ
ら

う
も
の
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。	

 
内
供
な
い
ぐ

は
 
心こ
こ
ろ

の
中う
ち

で
こ
う
自
分
じ
ぶ
ん

に
囁さ
さ
や

い
た
。
長な
が

い
鼻は
な

を
 
あ
け
方が
た

の
秋
風
あ
き
か
ぜ

に	

ぶ
ら
つ
か
せ
な
が
ら
。 

（
大
正
五
年
一
月
） 
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1場 
禅智内供ぜ ん ち な い ぐ：「禅智ぜんち

」は固有名詞、
この僧侶の名前です。「内供

ないぐ
」は、

「内供奉十禅師
ないぐぶじゅうぜんじ

」の略で、日本の仏
教における僧侶の役職の 1つで
す。宮中で天皇の安穏を祈り、天
皇の看病、正月に行われる御斎会

ご さ い え

という行事の読師なども務めま
す。10人が選出されました。 

池いけの尾お ：地名です。現在の京都府
宇治市池尾を指します。 

五六寸ごろく す ん：昔の長さの単位「尺貫
法」に基づく測り方です。1寸＝
約 3cm。5～6寸は 15～18cmほ
ど。鼻にしてはちょっと長すぎま
すね。�

腸詰ちょうづめ：ソーセージのことです。
ドイツから日本に製造技術が流入
し広まったのは、第一次世界大戦
中のことでした。�

沙弥し ゃ みの昔むかし：仏門に入り、正式な

僧侶となるために修行している 7

歳から 20歳の僧侶のことです。こ
こでは「出家したばかりの頃」と
いう意味です。 

内道場供奉ないどうじょうぐぶの職しょく：「内道場」は
宮中にある仏教の修行所で、「供
奉」は「内供奉十禅師

ないぐぶじゅうぜんし
」の略なの

で、内供の仕事を言い換えて表現
しています。�

専念せんねんに：現代では「専念する」と
動詞で使用するのが一般的です
が、ここでは「熱心に」「集中し
て」という意味で、副詞として使
用しています。�

当来とうらい：仏教の言葉で、必ず来るべ
き世、つまり来世を指します。�

浄土じょうど：仏教において、一切の煩悩
やけがれ、悪がなく、仏や菩薩

ぼさつ
が

住む清浄な国土のことです。逆
に、現世は色々な苦しみや悪がは
びこっている穢れた場所、穢土

え ど
で

す。�

渇仰かつぎょう：現在は一般的に「かつご
う」と読みます。喉が渇いた者が
水を切望するように仏を求めるこ
とです。「随喜渇仰

ずいきかつごう
の念」という言

葉があります。 

鋺かなまり：「まがり」とも読みます。お
水や食物を入れる器です。木製の
ものを「椀

わん
」、陶磁器製のものを

「碗
わん
」、金属製のものを「鋺

わん
」と書

き分けます。 

広ひろさ一寸いっすん長ながさ二尺にしゃく：前出の「五
六寸」と同じく「尺貫法」に基づ
く測り方です。1寸＝約 3cm、1尺
＝約 30cmですので、この板は、
幅 3cm長さ 60cmほどの笏

しゃく
のよう

なものだと推測されます。�

中童子ちゅうどうじ：お寺で、給仕や位の高い
僧侶の外出時のお供など、雑用を
おこなう 12～13歳の少年です。年

齢や経験に応じて中童子、大童
子、上童子などと呼びます。 

嚔くさめ：くしゃみのことです。 

喧伝けんでん
：世間に言いふらすことで

す。宣伝と似ていますが、喧伝の
場合は広める情報が必ずしも良い
ことではない点が異なります。 

俗ぞくでないこと／出家しゅっけした：ここ
では、禅智内供が僧侶の身分であ
ることを指しています。明治時代
以前、宗派によっては、妻を持つ
ことが禁じられていました。 

経 机きょうづくえ：経本を載せて読んだり写
経したりするための低い机です。
現代では、仏壇

ぶつだん
の近くに置き、お

線香や数珠
じゅず
を置いておく人も多い

ようです。 

▲鋺 

▲経机 
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観音経かんのんぎょう
：『妙法蓮華経

みょうほうれんげきょう

（法華経
ほけきょう

）』の中の「観世音菩薩
かんぜおんぼさつ

普門品
ふもんひん

」という章のことです。「生
きている上であらゆる苦難に遭遇
するが、観世音菩薩の名を唱えれ
ば、救っていただける」という内
容です。 

僧供講説そうぐこうせつ：「僧供」は僧に対する
供養、僧へのお供えもののこと。
「講説」は、講義し、説明すること
です。僧侶に寄付や喜捨をして、
説法を聴くイベントではないかと
思われます。※ご存知でしたら情
報をお寄せください 

僧坊そうぼう：寺院内にある僧侶たちが住
む建物のことです。「僧房」とも書
きます。 

湯屋ゆ や
：通常はお風呂屋さんのこと

です。ジブリアニメ「千と千尋の
神隠し」のお風呂屋さんをイメー
ジする方もいるのではないでしょ
うか。ここでは、お寺にあった僧
侶たちが入る風呂場のことです。
また、神聖な場所でお務めに従事
する前に体を浄めたり、断食した
り、休息したりするための建物の
ことを指す場合もあります。 

僧俗そうぞく：「僧」は僧侶たち、「俗」は
俗世間の民間人のことです。 

紺こんの水干すいかん
：「水干

狩衣
かりぎぬ
」の略です。

平安時代における
平民男性の普段着
でしたが、やがて
貴族や武家でも着
用されるようにな
りました。 

白しろの帷子かたびら：裏地の付いていない薄
い着物、装束の下に着る服です。 

柑子色こうじ い ろ：柑子蜜柑こうじ み か ん
の色です。明る

い黄赤で、蜜柑色より少し薄い色
をしています。仏教でよく使われ
ます。�

帽子も う す：僧侶や尼僧が身につけるも
ので、頭に被るものと、マフラー
やスカーフのように首に掛け、首
元まで引っ張って立てる、「襟帽

えりぼう
」

「護襟
ごきん
」と呼ばれるものがありま

す。 

椎鈍しいにび：椎の実を使って染めた色
で、青みがかった灰色です。�

法衣こ ろ も：通常、「ほうえ」と読みま
す。僧侶や尼僧の制服です。年代
や宗派によっ
て異なります
が、袂

たもと
の長

い着物の上
に、袈裟

け さ
とい

う四角い布を
肩から斜めに
巻き付け、下
半身には、
袴
はかま
を履きま

す。 

内典外典ないてんげてん：仏教を中心に見て、
「内典」は仏教の教典の書物、「外
典」は儒教

じゅきょう
など他の宗教のものを

指します。「仏教だけに限らず、
様々な宗教の教典」という意味で
使用しています。 

心こころやり：「心遣り」と書きます。
ふさいだ気持を晴らすことです。 

目連もくれん：お釈迦様しゃかさま
の内弟子の 1人、

「目犍連
もくけんれん

」の略称です。 

▼僧坊 

▲帽子 

▼水干 

▼帷子 

▼法衣 
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舎利弗しゃり ほ つ：お釈迦様の弟子で、
目犍連
もくけんれん

と並んで「二大弟子」と呼
ばれます。 

竜樹りゅうじゅ：古代インドの僧侶で、大乗
仏教の経典の解説書を多く書き残
しました。 

馬鳴めみょう：古代インドの僧侶で、詩な
どサンスクリット文学の先駆者で
す。 

菩薩ぼ さ つ：仏になること、悟りを開く
ことを目指して修行に励む人のこ
とです。 

震旦しんたん：中国の古い呼び方で、「振
旦」「真丹」とも書き、「しんだ
ん」とも読みます。古代インド人
は中国のことをサンスクリット語
で、「秦

しん
の土地」という意味で「チ

ーナスターナ」と呼びました。そ
の音を漢字にしたものです。 

蜀漢しょくかん：中国の三国時代に、劉備りゅうび
が

建てた国です。『三国志』に登場す
ることで有名な、魏

ぎ
・呉

ご
・蜀

しょく
のう

ちの蜀のことです。現在の中国の
四川省
しせんしょう

、雲南省
うんなんしょう

、貴州省
きしゅうしょう

一帯で
す。 

劉玄徳りゅうげんとく：『三国志』で知られる中
国の武将、劉備

りゅうび
のことです。「劉」

は姓、「備」は諱
いみな
、「玄徳」は字

あざな

です。諱は親や主君しか呼ぶこと
を許されない名前のため、親しい
人からは「玄徳」というニックネ
ーム（字）で呼ばれていました。 

２場 
知己し る べ：通常「ちき」と読みます。
自分のことをよく理解してくれて
いる人、親友、知人などのことで
す。�

供僧ぐ そ う：「供奉僧ぐ ぶ そ う
」の略です。本尊

や神社に仕える僧侶のことです。�

聴 従ちょうじゅう：他人の言うことを聞き入
れ、それに従うことです。�

提ひさげ：「提子」とも書きます。注ぎ
口と持ち手がある小鍋形の器で、

銀または錫でできています。水、
湯、粥

かゆ
、酒などを持ち運んだり温

めたりするのに使用します。�

折敷おし き：食器を載せる食台の一種
で、お盆

ぼん
のようなものです。四角

い木の板の周囲に低い縁
ふち
をつけた

ものです。�

鑷子け ぬ き：通常は「じょうし」と読み
ます。ピンセットや 簪

かんざし
のことで

す。�

四分し ぶ ：昔の長さの単位「尺貫法」
に基づく測り方です。1分＝約
3mm。4分＝約 12mmです。�

八はちの字じ をよせる：眉まゆを八の字に
して眉間

みけん
にしわを寄せること、顔

をしかめることです。�

残喘ざんぜん：残り少ない命のことです。
長かった鼻が短く縮んでやっと残
っていることを表しています。�

誦経ずぎょう：「じゅきょう」「ずきょう」
とも読みます。経文を声に出して
読むこと、暗唱することです。�

法華経書写ほけきょうしょしゃの功こうを積つ んだ時とき：
「妙法蓮華経
みょうほうれんげきょう

（法華経）」を書き写
す、写経をすることです。写経
は、祈りの実践であり、修行の一
環です。禅智内供の「のびのびし
た気分」を、写経をやり遂げた時
の気持に喩えています。 

３場 
下法師しもほ う し：最も身分の低い僧侶で、

▼折敷 

▼鑷子 

▲提 
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雑用などに使われます。�

つけつけと：遠慮や加減をしない
で思ったことをはっきり言う様
子、無遠慮な様子を指します。「ず
けずけと」と同じです。�

誦ず しかけた経文きょうもんをやめて：お経
を唱えることを「誦

ず
す」といいま

す。声に出して読んで、途中で止
めた様子を表しています。�

普賢ふ げ ん：大乗仏教で崇拝される菩薩ぼさつ

のうちのひとつです。絵画や像の
形で、お寺に置かれます。�

「今いまはむげにいやしくなりさが
れる人の、さかえたる昔むかしをし
のぶがごとく」：現代語にする
と、「今、大変落ちぶれてしまった
人が、以前の自分の栄光あった頃
を懐かしく思うように」となりま
す。禅智内具は、無意識に「鼻が
長かった頃の方が良かった」と感
じているようです。引用のような
形ですが、出典は不明です。�

法慳貪ほうけんどん：「慳」は物惜しみをする
こと、「貪」は貪欲なことを表し、
通常は「慳貪」のみで仏教におい
てあさましい状態を表します。
「法」は芥川龍之介が付けたもの
で、「仏法」を表していると考えら
れます。�

尨犬むくいぬ：むく毛の犬、毛のふさふさ
と垂れた犬のことです。�

なまじいに：「なまじ」と同じ
で、中途半端や不徹底な状態を指
す言葉ですが、ここでは、「期待さ
れる事態とはならず、かえって好
ましくない結果を招く」という方
の意味で用いられます。「禅智内供

は、変に鼻を短くしてしまったた
め、逆にそのことが恨めしくなっ
た」ということです。�

風鐸ふうたく：仏堂や
仏塔の軒

のき
の四隅

よすみ

に吊す、青銅製
で鐘
かね
の形をした

鈴です。風鈴
ふうりん
と

似ています。�

まじまじしていると：ここで
は、目をぱちぱちする様子、眠れ
ない様子を指します。少しも眠ら
ないでいるようすを表す「まんじ
りともせず」という表現は、「まじ
まじともせず」から転じたもので
す。�

香花こ う げ：仏に供えるお香と花です。�

４場 
九輪く り ん：五重塔な
ど、仏塔の頂上に置
かれる、九つの輪が
連なった飾りです。
それぞれが、5の
智如来
ちにょらい

と 4の菩薩
ぼさつ
を

表しています。�

蔀しとみ：平安時代から、寝殿造しんでんづくり
の住

宅や社寺で使われた、格子
こうし
の板戸

です。日光や風雨をさえぎるため
に付けられました。蝶 番

ちょうつがい
で上半

分が動くようになっていて、水平
に釣り上げて開けます。�

▲尨犬 

▲風鐸 

▼九輪 

▼蔀 
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