
嘆
願
書
を
し
た
た
め
る

艱か
ん

難な
ん

の
身
を
亡
ぼ
す
こ
と
を
知
れ
ど
も
、
し
か
れ
ど

も
な
お
、
命
を
徳
化
の
遠
く
及
ぶ
に
忘
る
る
も
の
な
り
。

〈
そ
の
道
程
が
困
難
で
、
時
と
し
て
命
を
落
と
し
て
し

ま
う
危
険
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
遠
く
聞
き
及

ん
だ
皇
帝
陛
下
の
徳
に
触
れ
た
い
一
心
で
、
死
の
恐
怖

を
忘
れ
て
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。〉

　
　
（
中
略
）

猛
風
に
頻ひ

ん

蹙し
ゆ
く

し
て
葬
を
鼈べ

つ

口こ
う

に
待
ち
、
驚け

い

汰た
い

に
攢さ

ん

眉び

し
て
宅い

え

を
鯨げ

い

腹ふ
く

に
占し

む
。

〈
大
風
が
吹
け
ば
、
恐
ろ
し
さ
に
顔
を
顰ひ

そ

め
、
自
分
の

屍
が
海
亀
の
餌
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
覚
悟
し
ま
し

た
。
大
波
が
寄
せ
れ
ば
、
驚
い
て
眉
を
寄
せ
、
海
に
放

り
出
さ
れ
て
鯨
の
腹
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ

と
を
思
い
ま
し
た
。〉

　
　
（
中
略
）

乍た
ち
ま
ちに

雲
峯
を
見
て
欣き

ん

悦え
つ

極
ま
り
な
し
。
赤
子
の
母

を
得
た
る
に
過
ぎ
、
旱か

ん

苗び
よ
う

の
霖あ

め

に
遇
え
る
に
越
え
た
り
。

〈
突
如
と
し
て
陸
地
に
聳そ

び

え
る
高
い
山
が
見
え
た
時
に

は
、
喜
び
の
あ
ま
り
感
極
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
喜
び
た
る
や
、
赤
子
が
母
に
会
っ
て
胸
に
抱
か
れ
た

時
の
喜
び
よ
り
も
、
旱
魃
で
枯
れ
ゆ
こ
う
と
す
る
苗
が

雨
を
得
た
時
の
喜
び
よ
り
も
、
は
る
か
に
大
き
な
も
の

で
し
た
。〉

こ
れ
ら
の
文
章
は
、
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

・
空く

う

海か
い

が
記
し
た
書
簡

の
中
で
も
名
文
と
し
て
知
ら
れ
る
、「
大
使
、
福
州
の
観か

ん

察ざ
つ

使し

に
与
う
る
が
た
め
の
書
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

延
暦
23
（
8
0
4
）
年
8
月
10
日
、
空
海
を
乗
せ
た
遣

唐
使
の
船
は
、
1
ヶ
月
余
り
海
上
を
漂
い
、
九
死
に
一
生

を
得
て
福
州
長
渓
県
の
赤せ

き

岸が
ん

鎮ち
ん

に
流
れ
着
い
た
。
し
か
し
、

天
皇
の
国
書
を
携
え
て
い
な
か
っ
た
一
行
は
、
船
を
封
鎖

さ
れ
た
あ
げ
く
、
砂
浜
に
建
て
た
仮
屋
で
50
日
に
も
及
ぶ

待
機
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
、
唐
の
言
葉
に
巧
み
で
あ
っ
た
空
海
が
、
遣
唐

大
使
の
藤ふ

じ

原わ
ら
の

葛か
ど

野の

麻ま

呂ろ

に
代
わ
っ
て
筆
を
執
り
、
入
国

を
請
う
嘆
願
書
を
し
た
た
め
た
。
そ
れ
が
、
前
掲
の
書
簡

で
あ
る
。

教
養
に
満
ち
た
、
格
調
高
い
空
海
の
文
章
は
、
福
州
の

役
人
た
ち
を
感
服
さ
せ
、
一
気
に
事
態
の
打
開
へ
と
つ
な

が
っ
た
。
空
海
の
、
鮮
烈
な
国
際
舞
台
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
で

あ
る
。

さ
て
、
か
く
の
ご
と
く
入に

つ

唐と
う

を
果
た
し
た
空
海
が
、
仏

教
に
関
す
る
も
の
以
外
に
、
日
本
へ
何
を
も
た
ら
し
た
の

か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
な
が
ら
、
宗
教
家

と
し
て
で
は
な
く
、「
文
化
人
」
と
し
て
の
空
海
が
残
し

た
功
績
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

入
唐
ま
で
の
半
生

空
海
は
、
奈
良
時
代
の
後
期
、
宝
亀
5
（
7
7
4
）
年

に
誕
生
し
た
。
父
の
名
は
佐さ

伯え
き
の

直あ
た
い

田た

公ぎ
み

と
い
う
。
佐
伯

氏
は
、
讃
岐
の
多た

度ど
の

郡こ
お
り

（
香
川
県
善
通
寺
市
の
あ
た
り
）
に

蟠ば
ん

踞き
よ

し
た
有
力
な
豪
族
で
あ
り
、
氏
寺
を
所
有
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
空
海
が
仏
教
に
慣
れ

親
し
ん
で
育
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

母
は
、
阿あ

刀と

氏
の
女む

す
め

。
阿
刀
氏
は
、
学
問
に
よ
っ
て
朝
廷

に
仕
え
た
知
識
階
級
の
名
門
で
、
宿す

く

禰ね

の
称
号
を
得
て
畿

内
に
居
住
し
て
い
た
。

真ま

魚お

と
呼
ば
れ
た
幼
少
時
の
空
海
に
関
す
る
詳
し
い
記

録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
貴と

う
と

者も
の

」
あ
る
い
は
「
神し

ん

童ど
う

」

と
噂
さ
れ
る
ほ
ど
の
秀
才
で
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

15
歳
に
な
っ
た
空
海
は
、
上
京
し
て
母
方
の
舅お

じ

で
あ
る

阿あ

刀と
の

大お
お

足た
り

の
許
で
、「
藻そ

う

麗れ
い

」
す
な
わ
ち
漢
詩
文
を
読
む

た
め
の
学
問
を
本
格
的
に
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
大
足
は
、

桓
武
天
皇
の
第
三
皇
子
、
伊
予
親
王
の
個
人
教
師
を
務
め

た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
18
歳
の
時
、
最

高
学
府
で
あ
っ
た
都
の
大だ

い

学が
く

に
入
学
す
る
。
中
国
の
古
典

を
修
め
る
明み

よ
う

経ぎ
よ
う

道ど
う

を
専
攻
し
た
空
海
は
、
将
来
25
歳
ま

で
に
登
用
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、
官
吏
へ
の
道
が
約
束
さ

れ
て
い
た
。

し
か
し
空
海
は
、
仏
門
を
志
し
て
大
学
を
去
り
、
出
奔

し
て
し
ま
う
。
24
歳
の
時
に
、
儒
教
、
道
教
、
仏
教
を
比

較
し
、
仏
教
が
最
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
『
聾ろ

う

瞽こ

指し
い

帰き

』
を
著
し
て
以
降
、
31
歳
で
入
唐
す
る
ま
で
の
空
海

に
つ
い
て
は
、
虚こ

空く
う

蔵ぞ
う

求ぐ

聞も
ん

持じ

法ほ
う

と
い
う
密
教
の
修
法
に

出
会
い
、
そ
れ
を
実
践
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
、
謎
に
包

ま
れ
て
い
る
。

真如様式の弘法大師像
空海は唐より密教を日本に持ち帰っただけでなく、そこから独自の翻訳技法を用いて日本
の文化的母体を築いた万能の天才だった。
所蔵／室生寺（写真提供／飛鳥園）

こ
の
空
白
時
代
の
空
海
に
つ
い
て
は
、
私
度
僧
と
な
っ

て
、
吉
野
や
紀
伊
、
四
国
な
ど
の
各
地
で
山さ

ん

林り
ん

斗と

藪そ
う

の
修

行
に
没
頭
し
た
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
奈
良
の
諸
大
寺
を
訪
ね
て
は
仏

典
を
読
み
あ
さ
り
、
す
で
に
日
本
に
入
っ
て
い
た
い
く
つ

か
の
密
教
経
典
に
触
れ
て
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
疑
問
を

抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。

奈
良
時
代
、
ペ
ル
シ
ャ
人
の
役
人
、
破は

斯し
の

清き
よ

通み
ち

が
活
躍

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
城
京
は
国
際
色

豊
か
で
あ
っ
た
。
空
海
は
経
典
を
研
究
す
る
傍
ら
、
鑑が

ん

真じ
ん

和わ

上じ
よ
う

と
と
も
に
来
日
し
、
唐と

う

招し
よ
う

提だ
い

寺じ

に
住
し
て
い
た
ソ

グ
ド
人
僧
の
如に

よ

宝ほ
う

や
、
入
唐
留
学
よ
り
帰
国
し
た
大だ

い

安あ
ん

寺じ

の
戒か

い

明み
よ
う

な
ど
を
訪
ね
、
唐
の
仏
教
事
情
に
つ
い
て
伝
聞
し
、

そ
こ
に
密
教
を
学
ぶ
こ
と
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
を
通
じ
て
、
唐
の
言
語
の
修
得
に

も
努
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

延
暦
23
（
8
0
4
）
年
、
そ
ん
な
空
海
に
入
唐
の
チ
ャ

ン
ス
が
巡
っ
て
く
る
。
前
年
に
派
遣
さ
れ
た
遣
唐
使
船
が

す
べ
て
難
破
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
再
挙
す
る
遣
唐
使
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
空
海
が
臨
時
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

空
海
が
そ
の
出
発
の
直
前
に
、
国
が
認
め
る
官
度
僧
と
な

る
た
め
の
得と

く

度ど

の
儀
式
を
、
急
遽
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。

な
お
、
一
介
の
私
度
僧
で
あ
っ
た
空
海
が
、
な
ぜ
遣
唐

使
の
一
員
に
な
り
得
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
伊
予

親
王
が
後
ろ
盾
に
な
っ
た
と
か
、
藤
原
葛
野
麻
呂
が
通
訳

と
し
て
推
薦
し
た
な
ど
の
仮
説
が
あ
る
。
実
際
に
空
海
は
、

冒
頭
で
取
り
上
げ
た
入
国
を
請
う
嘆
願
書
の
ほ
か
、
唐
の

隣
国
の
渤ぼ

つ

海か
い

国こ
く

の
王
子
に
宛
て
た
書
簡
な
ど
の
代
筆
を
葛

野
麻
呂
か
ら
依
頼
さ
れ
て
お
り
、
後
者
の
説
が
有
力
と
思

わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
空
海
の
出
色
の
才
能
と
強
い

求ぐ

法ほ
う

の
意
志
が
、
奈
良
の
仏
教
界
や
親
族
な
ど
、
空
海
の

周
囲
を
動
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

真
言
宗
の
開
祖
で
あ
り
、
傑
出
し
た
思
想
家
・
芸
術
家
で
あ
っ
た
空
海
。

唐
の
新
し
さ
を
日
本
へ
移
入
し
、
ど
の
よ
う
に
曼
荼
羅
的
な
独
自
の
密
教
思
想
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
か
。

博
学
的
な
知
識
と
類
ま
れ
な
る
好
奇
心
、
内
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
と
に
、

言
語
、
美
術
、
書
、
教
育
、
土
木
技
術
な
ど
、

ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
の
両
面
に
お
い
て
文
化
の
翻
訳
に
従
事
し
た
空
海
の
事
績
か
ら
、

そ
の
方
法
論
を
学
ぶ
。

入
唐
僧・空
海
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
も
の
川
﨑
一
洋

Kaw
asaki Kazuhiro

か
わ
さ
き
・
か
ず
ひ
ろ

1
9
7
4
年
生
ま
れ
。
高
野
山
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

博
士
（
密
教
学
）。
専
門
は
密
教
史
、
仏
教
図
像
学
。
ネ
パ
ー

ル
や
チ
ベ
ッ
ト
の
各
地
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
る
。
現

在
、
四
国
八
十
八
个
所
霊
場
第
28
番
大
日
寺
住
職
。
高
野
山
大

学
非
常
勤
講
師
、
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
委
託
研
究
員
、

国
立
民
族
学
博
物
館
共
同
研
究
員
。
著
書
に
﹃
弘
法
大
師
空
海

と
出
会
う
﹄（
岩
波
新
書
）、﹃
四
国
﹁
弘
法
大
師
の
霊
跡
﹂
巡

り
﹄﹃
弘
法
大
師
に
親
し
む
﹄（
以
上
、
セ
ル
バ
出
版
）、﹃
最
新

四
国
八
十
八
ヵ
所
遍
路
﹄（
朱
鷺
書
房
）
な
ど
が
あ
る
。
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飽
く
な
き
探
求

よ
う
や
く
入
京
が
認
め
ら
れ
た
空
海
は
、
11
月
3
日
に

福
州
を
発
ち
、
昼
夜
を
隔
て
ぬ
強
行
軍
で
、
12
月
23
日
に

長
安
（
現
在
の
西
安
）
に
到
着
し
た
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
起
点
に
し
て
、
東
洋
の
メ
ト
ロ
ポ
リ

ス
で
あ
っ
た
、
唐
の
都
・
長
安
。
そ
の
城
郭
は
、
東
西
10

㎞
、
南
北
9
㎞
の
規
模
を
誇
っ
た
と
い
う
。
遣
唐
使
の
一

行
は
、
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
城
内
の
、
宣せ

ん

陽よ
う

坊ぼ
う

と
い
う
区
画
の
官
舎
に
2
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
し
た
。
宣
陽

坊
は
、
ひ
と
き
わ
賑
や
か
な
東
市
の
西
に
位
置
し
、
そ
こ

か
ら
は
、
長
安
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
大だ

い

雁が
ん

塔と
う

も
望
め

た
。こ

の
2
ヶ
月
の
間
に
も
空
海
は
、
華
や
か
な
長
安
の
市

井
を
探
索
し
、
仏
教
以
外
の
多
彩
な
知
識
を
吸
収
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
嵯
峨
天
皇
を
喜
ば
せ
る
こ
と
と

な
る
、
高
名
な
詩
人
の
作
品
や
書
跡
の
逸
品
を
旺
盛
に
蒐

集
し
た
の
も
、
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文

人
墨
客
を
直
接
訪
ね
て
は
、
詩
文
や
書
の
技
法
を
熱
心
に

学
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
空
海
が
著
し
た
漢
詩
文
を
作

る
際
の
手
引
書
『
文ぶ

ん

鏡き
よ
う

秘ひ

府ふ

論ろ
ん

』
の
序
文
に
見
ら
れ
る

「
長
じ
て
西
泰
（
中
国
）
に
入
り
、
粗ほ

ぼ

、
余
論
を
聴
く
。」

の
言
葉
や
、
嵯
峨
天
皇
に
劉り

ゆ
う

希き

夷い

の
詩
集
を
献
上
し
た
際

に
添
え
ら
れ
た
上
表
文
に
あ
る
「
余
、
海
西
（
中
国
）
に

お
い
て
頗す

こ
ぶ

る
骨こ

つ

法ぽ
う

（
書
の
技
法
）
を
閑な

ら

え
り
。
い
ま
だ
画

墨
せ
ず
と
い
え
ど
も
、
稍や

や

、
規き

矩く

（
筆
法
の
規
則
）
を
覚

れ
り
。」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。

藤
原
葛
野
麻
呂
た
ち
が
朝
貢
の
任
を
果
た
し
て
帰
国
の

途
に
つ
い
た
2
月
11
日
、
空
海
は
西
市
に
近
い
延え

ん

康こ
う

坊ぼ
う

に

あ
っ
た
西さ

い

明み
よ
う

寺じ

に
居
を
移
し
た
。
そ
こ
で
大
師
が
ま
ず

始
め
た
の
は
、
梵ぼ

ん

語ご

の
マ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
西
市
の
北

に
位
置
す
る
醴れ

い

泉せ
ん

寺じ

に
住
ん
で
い
た
イ
ン
ド
僧
の
般は

ん

若に
や

三さ
ん

蔵ぞ
う

や
牟む

尼に

室し

利り

三
蔵
の
門
を
叩
き
、
イ
ン
ド
の
宗
教
事
情

全
般
に
つ
い
て
も
聴
聞
し
て
い
る
。
北
西
イ
ン
ド
出
身
の

般
若
三
蔵
は
、
母
方
の
親
族
に
イ
ラ
ン
系
の
名
前
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
混
血
の
西
域
人
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
西
明
寺
に
は
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
出
身
の
慧え

琳り
ん

と
い
う
学
僧
が
い
た
。
空
海
の
周
囲
で
は
、
梵
語
の
み

な
ら
ず
、
西
域
地
方
の
胡こ

語ご

も
飛
び
交
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
登
場
す
る
恵け

い

果か

和か

尚し
よ
う

の
在
家
の
弟
子

で
あ
っ
た
呉ご

殷い
ん

が
記
し
た
『
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
や

梨り

行ぎ
よ
う

状じ
よ
う

』
に
よ

れ
ば
、
空
海
は
「
梵
漢
差た

が

う
こ
と
な
し
」
す
な
わ
ち
、
イ

ン
ド
の
言
葉
と
中
国
の
言
葉
を
同
じ
よ
う
に
自
在
に
操
っ

た
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
、
青し

よ
う

龍り
ゆ
う

寺じ

の
東と

う

塔と
う

院い
ん

に
、
運
命
の

師
で
あ
る
恵
果
和
尚
を
訪
ね
る
日
が
や
っ
て
く
る
。
恵
果

は
、
唐
土
に
本
格
的
に
密
教
を
定
着
さ
せ
た
不ふ

空く
う

三
蔵
の

後
継
者
で
、
代
宗
、
徳
宗
、
順
宗
の
三
代
の
皇
帝
か
ら
も

厚
い
帰
依
を
受
け
、
そ
の
許
に
は
、
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
千

人
も
の
弟
子
が
参
集
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

恵
果
は
空
海
と
対
面
す
る
や
否
や
、
私
は
あ
な
た
を

ず
っ
と
待
っ
て
い
た
の
だ
と
大
い
に
歓
喜
し
、
す
ぐ
に
受

法
の
準
備
を
整
え
る
よ
う
空
海
に
告
げ
る
。
か
く
し
て
6

月
に
は
密
教
の
伝
授
が
始
ま
り
、
8
月
に
は
、
空
海
を
伝で

ん

法ぽ
う

阿あ

闍じ
や

梨り

、
す
な
わ
ち
密
教
の
正
統
な
指
導
者
と
し
て
承

認
す
る
た
め
の
、
灌か

ん

頂じ
よ
う

の
儀
式
が
開
か
れ
た
。
恵
果
か
ら

皆
伝
を
得
た
の
は
、
数
多
の
弟
子
た
ち
の
中
で
、
空
海
を

含
む
2
人
の
み
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

伝
法
を
終
え
、
経
典
、
法
具
、
曼ま

ん

荼だ

羅ら

な
ど
を
空
海
の

た
め
に
用
意
し
た
恵
果
は
、「
早
く
日
本
に
帰
っ
て
密
教

の
教
え
を
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
役
立
て
よ
」
と
遺
言
し
、

そ
の
年
の
12
月
に
入
滅
す
る
。
そ
の
遺
命
に
従
う
べ
く
、

空
海
は
、
20
年
と
定
め
ら
れ
て
い
た
留
学
期
間
を
わ
ず
か

2
年
に
短
縮
し
て
、
帰
国
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

そ
こ
へ
偶
然
に
も
、
高た

か

階し
な
の

遠と
お

成な
り

が
率
い
る
臨
時
の
遣

唐
使
が
や
っ
て
来
る
。
空
海
は
す
ぐ
に
遠
成
に
宛
て
て
申

請
書
を
提
出
し
、
帰
国
の
許
可
を
得
た
。
こ
の
よ
う
に
、

空
海
の
入
唐
求
法
に
は
、
奇
跡
と
も
い
う
べ
き
幸
運
が
い

く
つ
も
重
な
っ
た
。

漢
詩
を
贈
り
合
う
な
ど
、
短
い
時
間
で
知
友
た
ち
と
別

れ
の
挨
拶
を
交
わ
し
た
空
海
は
、
思
い
出
深
い
長
安
を
あ

と
に
し
、
8
0
6
年
の
8
月
に
明
州
の
港
を
出
帆
。
再

び
怒
涛
を
越
え
て
故
国
を
目
指
し
た
。
な
お
、
空
海
の
探

求
心
は
止
む
こ
と
を
知
ら
ず
、
帰
路
の
途
中
で
立
ち
寄
っ

た
越
州
で
も
、
仏
典
は
も
と
よ
り
、
詩し

賦ふ

（
文
学
）、
碑ひ

銘め
い

（
歴
史
）、
卜ぼ

く

医い

（
医
学
）、
五ご

明み
よ
う

（
芸
術
）
に
関
す
る
文

献
な
ど
、
入
手
し
得
る
限
り
の
書
物
を
蒐
集
し
て
い
る
。

嵯
峨
天
皇
と
の
交
流

そ
の
詳
し
い
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
空
海
は
九
州
に

帰
着
し
、
筑
紫
の
大
宰
府
に
入
っ
た
。
大
同
元
（
8
0
6
）

年
の
10
月
に
は
、
請し

よ
う

来ら
い

し
た
経
典
、
仏
具
、
仏
画
な
ど
の

目
録
を
作
成
し
、
み
ず
か
ら
が
密
教
の
正
統
な
後
継
者
と

な
っ
た
こ
と
を
表
明
す
る
上
表
文
と
と
も
に
、
朝
廷
に

送
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
朝
廷
は
沙
汰
を
与
え
ず
、
空
海
は
3
年
近
く

の
間
、
大
宰
府
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
留
学
期
間
を
短
縮
し
て
無
断
で
帰
国
し

た
「
闕け

つ

期き

の
罪
」
に
問
わ
れ
た
と
か
、
阿
刀
大
足
と
関
係

が
あ
っ
た
伊
予
親
王
の
謀
反
事
件
の
影
響
を
被
っ
た
な
ど
、

多
く
の
推
論
が
あ
る
。

大
同
4
（
8
0
9
）
年
、
新
た
に
嵯
峨
天
皇
が
即
位
す

る
と
、
よ
う
や
く
空
海
の
入
京
が
認
め
ら
れ
る
。
最
先
端

の
唐
の
漢
字
文
化
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
嵯

峨
天
皇
は
、
そ
の
年
の
10
月
、
空
海
に
命
じ
て
劉り

ゆ
う

義ぎ

慶け
い

が

撰
し
た
『
世せ

説せ
つ

新し
ん

語ご

』
の
文
章
を
屏
風
2
帖
に
揮
毫
さ
せ

て
い
る
。
空
海
の
書
の
才
能
に
つ
い
て
、
す
で
に
聞
き
及

空海入唐地図
九州を出帆した４艘の遣唐使船は、
次 と々遭難し、消息不明になった
船もあったという。空海を乗せた
船は１ヶ月余り洋上をさまよったあ
げく、現在の福建省北部に流れ着
いた。

『弘法大師行状絵詞』
第三巻より「青龍受法」の場面
西明寺の僧たちとともに、空海が
長安の青龍寺に恵果和尚を訪ね
た時の様子を描いたもの。画面向
かって左の童子を従えた人物が恵
果で、中央の人物が空海。
所蔵／東寺（教王護国寺）

ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
嵯
峨
天
皇
自
身
も
、
空

海
、
橘

た
ち
ば
な
の

逸は
や

勢な
り

と
と
も
に
「
平
安
の
三
筆
」
に
数
え
ら
れ

る
ほ
ど
の
能
筆
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
空
海
は
頻
繁
に
、
唐
よ
り
持
ち
帰
っ
た
著
名

な
書
家
の
書
跡
や
拓
本
、
み
ず
か
ら
が
筆
を
揮ふ

る

っ
た
書
を

献
上
し
、
嵯
峨
天
皇
と
の
親
交
を
深
め
、
厚
い
信
任
と
強

力
な
庇
護
を
得
た
。
そ
し
て
、
密
教
宣
布
の
道
を
、
確
実

に
歩
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
、
献
上
さ
れ
た
書
跡
な
ど
の
一
部
を
挙
げ

れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

王
羲
之
の
『
蘭
亭
碑
』
1
巻
と
『
諸
舎
帖
』
1
首
、
劉

希
夷
の
『
詩
集
』
4
巻
、
王
昌
齢
の
『
詩
格
』
1
巻
、
褚

臨
王
の
『
貞
元
英
傑
六
言
詩
』
3
巻
、
徳
宗
皇
帝
の
真
跡

1
巻
、
欧
陽
詢
の
真
跡
1
首
、
張
誼
の
真
跡
1
巻
、
除
浩

の
『
宝
林
寺
詩
』
1
巻
と
『
不
空
三
蔵
碑
』
1
首
、
李
邕

の
真
跡
屏
風
書
1
帖
、
朱
画
の
詩
1
巻
、
朱
千
乗
の
詩
1

巻
、
王
智
章
の
詩
1
巻
、
飛
白
の
書
1
巻
、『
古
今
文
字

讃
』
3
巻
、『
古
今
篆
隷
文
体
』
1
巻
、『
梵
字
悉
曇
字
母

並
釈
義
』
1
巻
等
々

「
飛ひ

白は
く

の
書
」
か
ら
知
ら
れ
る
飛
白
体
は
、
刷は

毛け

書
き
の

よ
う
な
独
特
な
書
体
で
、
空
海
は
正
統
派
の
書
法
に
精
通

す
る
い
っ
ぽ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
書
体
も
本
邦
に
紹
介
し

て
い
る
。『
古こ

今こ
ん

文も

字じ

讃さ
ん

』
や
『
古こ

今こ
ん

篆て
ん

隷れ
い

文ぶ
ん

体た
い

』
は
、

ま
る
で
絵
画
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
で
創
造
性
に
富
む
書
体

を
、
図
鑑
の
よ
う
に
掲
載
す
る
。
ま
た
『
梵ぼ

ん

字じ

悉し
つ

曇た
ん

字じ

母も

並な
ら
び
に

釈し
や
く

義ぎ

』
は
、
イ
ン
ド
の
文
字
の
解
説
書
で
あ
る
。
ち

な
み
に
空
海
は
、
梁
の
顧こ

野や

王お
う

が
撰
し
た
『
玉ぎ

よ
く

篇へ
ん

』
に
依

拠
し
て
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
字
書
で
あ
る
『
篆て

ん

隷れ
い

万ば
ん

象し
よ
う

名め
い

義ぎ

』
30
巻
を
編
纂
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
唐
で
学
ん
だ
技
術
を
応
用
し
て
作
っ
た
筆
が

進
献
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
の
文
章
は
、
弘
仁
3
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（
8
1
2
）
年
に
、
狸た

た

毛げ

を
使
っ
て
仕
上
げ
た
真
書
（
楷
書
）、

行
書
、
草
書
、
写
書
（
写
経
）
に
用
い
る
4
種
の
筆
を
、

空
海
が
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
た
時
に
添
え
ら
れ
た
上
表
文

の
一
部
で
あ
る
。

筆
生
坂さ

か

名な

井い
の

清き
よ

川か
わ

を
し
て
造
り
得
て
奉
進
せ
し
む
。

空
海
、
海
西
に
お
い
て
聴
き
見
し
と
こ
ろ
か
く
の
ご
と

し
。（
中
略
）
毛
を
簡え

ら

ぶ
の
法
、
紙
を
纏
う
の
要
、
墨

を
染
め
て
蔵お

さ

め
用
う
る
こ
と
、
な
ら
び
に
み
な
伝
え
授

け
訖お

わ

ん
ぬ
。
空
海
、
自
家
に
し
て
試
み
に
新
作
の
も
の

を
看
る
に
、
唐
家
に
減お

と

ら
ず
。

〈
筆
職
人
の
坂
名
井
清
川
に
筆
を
作
ら
せ
て
献
上
い
た

し
ま
す
。
私
が
唐
の
国
で
見
聞
き
し
た
筆
は
、
こ
の
よ

う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
中
略
）
毛
を
選
ぶ
方
法
、

紙
を
巻
い
て
筆
の
穂
を
整
え
る
方
法
、
墨
を
し
み
込
ま

せ
て
穂
を
固
め
る
方
法
、
す
べ
て
清
川
に
伝
授
し
終

わ
っ
て
お
り
ま
す
。
私
も
新
た
に
出
来
上
が
っ
て
き
た

筆
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、
唐
の
筆
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
よ

い
仕
上
が
り
で
す
。〉

空
海
が
日
本
に
伝
え
た
、
充
実
し
た
「
技
術
」
の
一
端

を
、
こ
の
一
節
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
空
海
は
、
曼
荼
羅
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
密
教

絵
画
も
請
来
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
修
復
や
新
調
に
も
携

わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仏
像
を
造
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

空
海
が
、
絵
画
、
彫
刻
、
鋳
造
な
ど
、
多
種
多
様
な
芸
術

を
日
本
に
伝
え
た
立
役
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
書
き
添
え

て
お
こ
う
。

社
会
事
業

空
海
が
お
こ
な
っ
た
社
会
事
業
と
し
て
最
も
人
口
に
膾

炙
し
て
い
る
の
は
、
満ま

ん

濃の
う

池い
け

の
修
築
で
あ
ろ
う
。
年
間
を

通
じ
て
降
水
量
が
少
な
く
、
大
河
の
流
れ
て
い
な
い
讃
岐

平
野
で
は
、
灌
漑
用
の
溜
池
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
き

た
。
空
海
の
故
郷
で
あ
る
多
度
郡
か
ら
も
近
い
満
濃
池
は
、

大
宝
年
間
（
7
0
1
〜
7
0
4
）
に
造
ら
れ
た
が
、
堤
防

が
決
壊
し
て
修
復
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
白
羽
の
矢
を
立
て
ら
れ
た
の
が
、
カ
リ
ス
マ
性
と

マ
ル
チ
な
才
能
を
備
え
た
空
海
で
あ
っ
た
。

讃
岐
の
国
司
の
発
議
に
よ
っ
て
、
朝
廷
は
官
符
を
下
し

て
空
海
を
満
濃
池
修
築
の
別べ

つ

当と
う

（
責
任
者
）
に
任
命
し
た
。

空
海
の
徳
を
慕
っ
て
多
く
の
民
衆
が
協
力
し
、
そ
の
工
事

は
異
例
の
速
さ
で
完
了
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
日

本
紀
略
』
が
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
民
衆
は
空
海

を
父
母
の
よ
う
に
慕
い
、
空
海
が
来
る
と
聞
け
ば
、
履
物

も
履
か
ず
に
迎
え
に
出
た
と
い
う
。

ア
ー
チ
状
の
堤
防
や
余よ

水す
い

吐ば
き

を
施
設
す
る
な
ど
の
、
修

築
に
用
い
ら
れ
た
土
木
に
関
す
る
知
識
を
、
空
海
が
唐
で

学
ん
だ
と
す
る
伝
承
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料

は
、
残
念
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

な
お
空
海
が
、
教
育
制
度
を
唐
に
倣
っ
て
導
入
し
た
こ

と
は
、
確
実
で
あ
る
。

空
海
は
晩
年
に
な
っ
て
、
綜し

ゆ

芸げ
い

種し
ゆ

智ち

院い
ん

と
い
う
私
立
学

校
を
開
設
し
た
が
、
そ
の
教
育
理
念
を
綴
っ
た
「
綜
芸
種

智
院
の
式
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

大
唐
の
域
に
は
、
坊
坊
に
閭り

よ

塾じ
ゆ
く

を
置
い
て
普
く
童
稚

を
教
え
、
県
県
に
郷
学
を
開
い
て
広
く
青せ

い

衿き
ん

を
導
く
。

（
中
略
）
今
、
こ
の
華
城
に
は
た
だ
一
の
大
学
の
み
あ
っ

て
閭
塾
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
の
故
に
貧
賤
の
子
弟
、
津し

ん

を
問
う
に
と
こ
ろ
な
く
、
遠
方
の
好
事
、
往
還
す
る
に

疲
れ
多
し
。
今
、
こ
の
一
院
を
建
て
て
、
普
く
瞳ど

う

矇も
う

を

済す
く

わ
ん
。

〈
大
唐
の
都
城
で
は
、
坊
ご
と
に
勉
学
を
教
え
る
塾
が

あ
っ
て
、
も
れ
な
く
子
供
た
ち
を
教
え
て
お
り
、
県
ご

弘法大師筆尺牘三通
一通目  国宝
空海が最澄に宛てた書状３通を１
巻に収めたもので、最もよく知ら
れた空海の真筆。１通目の書き
出しに「風信雲書」とあることか
ら『風信帖（ふうしんじょう）』と
呼ばれる。
所蔵／東寺（教王護国寺）

『古今文字讃』
中巻
古文篆、籀文篆など、21種のいわゆる雑書体について、書体の用例を添えて
解説した書物。空海が唐から日本へ伝えたと考えられている。
写真は、文亀３（1503）年に三条西実隆が世尊寺行季に書写させたもの。
所蔵／人間文化研究機構国立国語研究所

と
に
地
方
の
学
校
が
開
か
れ
て
い
て
、
広
く
学
生
を
教

え
て
い
る
。（
中
略
）
今
日
、
平
安
京
に
は
大
学
が
た

だ
一
校
あ
る
の
み
で
、
勉
学
を
教
え
る
塾
は
皆
無
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
貧
し
い
家
庭
の
子
弟
に
は
学
問
す
る

方
法
が
な
く
、
学
問
を
好
む
遠
方
の
子
弟
は
、
通
学
に

疲
れ
果
て
る
始
末
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
、
こ
の
綜
芸
種

智
院
を
建
て
て
、
す
べ
て
の
学
童
を
救
済
し
よ
う
。〉

綜
芸
種
智
院
は
、
仏
、
儒
、
道
の
三
教
を
教
え
た
た
め

「
三
教
院
」
と
も
呼
ば
れ
、
日
本
初
の
総
合
大
学
と
も
評

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
身
分
や
経
済
力
に
関
係
な
く
門
戸

が
開
か
れ
て
お
り
、
教
師
と
学
生
の
生
活
を
保
障
す
る
完

全
給
付
制
が
敷
か
れ
て
い
た
。

満濃池
香川県仲多度郡にある貯水量1,540万ｔの大規模な溜池。弘仁９（818）年に決壊し、
それから３年後に空海によって修復された。
写真提供／ PIXTA

2425 C E L   N o v e m b e r   2 0 1 7 C E L   N o v e m b e r   2 0 1 7

yasuyo-tabata
14



た
だ
、
そ
の
経
営
の
実
際
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多

い
の
も
事
実
で
あ
り
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
橘

た
ち
ば
な
の

嘉か

智ち

子こ

の
義
兄
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

三み

守も
り

に
よ
っ
て
土
地
と
建
物
が

寄
進
さ
れ
た
こ
と
の
み
が
知
ら
れ
て
い
る
。

空
海
が
用
い
た
翻
訳
技
法

さ
て
、
本
誌
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
文
化
の
翻
訳
」
あ
る

い
は
「
思
想
の
翻
訳
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。密

教
の
法
は
、
一
つ
の
容
器
か
ら
他
の
容
器
へ
水
を
移

し
替
え
る
よ
う
に
、
師
か
ら
弟
子
へ
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
空
海
が
密
教
の
教
理
自
体
に
大
き
な
変
化
を
加
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
空
海
が
晩
年
に
提
唱
し
た
「
十じ

ゆ
う

住じ
ゆ
う

心し
ん

思
想
」

で
は
、
既
存
の
仏
教
の
諸
宗
派
か
ら
、
イ
ン
ド
や
中
国
の

諸
宗
教
に
至
る
ま
で
を
、
密
教
を
最
高
位
に
置
い
て
十
の

階
級
に
格
付
け
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
密
教

の
教
主
で
あ
る
大だ

い

日に
ち

如に
よ

来ら
い

が
説
い
た
教
え
で
あ
る
と
し
て
、

相
互
に
主
体
と
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

曼
荼
羅
に
象
徴
さ
れ
る
密
教
の
包
摂
主
義
に
即
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
日
本
人
の
宗
教
に
対
す
る
寛
容
性
に
も
通
ず

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
古
来
、
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ

を
分
け
隔
て
な
く
崇あ

が

め
て
き
た
。

ま
た
、
イ
ン
ド
仏
教
の
伝
統
で
は
、
心
の
あ
る
人
間
や

動
物
を
「
有う

情じ
よ
う

」、
心
の
な
い
植
物
や
無
機
物
を
「
非ひ

情じ
よ
う

」

と
し
て
明
確
に
区
別
す
る
が
、
空
海
は
「
毛も

う

鱗り
ん

角か
く

冠か
ん

、
蹄て

い

履り

尾び

裙く
ん

、
有
情
非
情
、
動
物
植
物
、
同
じ
く
平
等
の
仏ぶ

つ

性し
よ
う

を
鑒か

ん
が

み
て
」（「
式
部
笠か

さ
の

丞じ
よ
うが
た
め
の
願が

ん

文も
ん

」）
と
述
べ
て
、

毛
や
鱗
、
角
、
蹄
や
尻
尾
の
あ
る
種
々
の
動
物
た
ち
の
み

な
ら
ず
、
植
物
や
モ
ノ
も
ま
た
、
宇
宙
仏
た
る
大
日
如
来

の
現
れ
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
山
川

草
木
に
八や

百お

万よ
ろ
ず

の
神
々
が
宿
る
と
考
え
た
日
本
人
の
思
考

に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
空
海
が
お
こ
な
っ
た
「
翻
訳
」
の
一
例
と
し

て
、
東と

う

寺じ

（
教

き
よ
う

王お
う

護ご

国こ
く

寺じ

）
講こ

う

堂ど
う

の
仏
像
群
を
挙
げ
て
お

こ
う
。

京
都
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
高
さ
55
メ
ー
ト
ル
の
五
重

塔
を
有
す
る
東
寺
は
、
真
言
宗
の
総
本
山
で
あ
る
。
そ
の

広
大
な
境
内
の
中
央
に
建
つ
講
堂
の
内
部
に
は
、
空
海
の

構
想
に
基
づ
い
て
造
ら
れ
た
、
21
体
か
ら
な
る
仏
像
群
が

安
置
さ
れ
て
お
り
、
火
災
を
被
っ
て
復
元
さ
れ
た
数
体
以

外
は
、
す
べ
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

21
体
の
仏
像
の
う
ち
、
向
か
っ
て
左
側
に
は
、
い
ず
れ

も
忿ふ

ん

怒ぬ

の
表
情
を
し
て
蛇
や
髑
髏
の
装
身
具
を
身
に
着
け
、

真
っ
赤
な
火
炎
を
背
負
っ
た
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
姿
の

五ご

大だ
い

明み
よ
う

王お
う

と
呼
ば
れ
る
5
体
の
密
教
仏
が
並
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
空
海
が
本
邦
に
初
め
て
伝
え
た
尊
像
で
あ
り
、

そ
の
迫
力
が
、
平
安
の
人
々
を
さ
ぞ
か
し
驚
か
せ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
右
側
（
中

央
）
に
は
、
柔
和
で
凛
と
し
た
5
体
の
如
来
像
が
並
び
、

さ
ら
に
そ
の
右
側
に
は
、
慈
悲
に
満
ち
た
5
体
の
菩
薩
像

が
並
ぶ
。

五
大
明
王
に
代
表
さ
れ
る
明
王
と
称
さ
れ
る
仏
た
ち
は
、

強
情
で
気
性
の
荒
い
難な

ん

化け

の
衆
生
た
ち
を
叱
咤
し
、
力
ず

く
で
悟
り
の
世
界
へ
導
く
た
め
に
、
如
来
や
菩
薩
が
方
便

と
し
て
現
し
た
姿
で
あ
る
。
空
海
は
、
如
来
、
菩
薩
、
明

王
、
そ
れ
ら
三
様
の
姿
を
仏
像
に
刻
み
、
並
列
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
密
教
の
思
想
を
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
、

具
体
的
に
示
し
た
─
─
「
翻
訳
」
し
た
─
─
の
で
あ
る
。

書
の
技
法
に
し
ろ
、
芸
術
や
土
木
の
技
術
に
し
ろ
、
理

論
の
移
入
の
み
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
目
に
見
え
る
か

た
ち
で
、
実
践
を
と
も
な
う
の
が
、
空
海
が
用
い
た
文
化

や
思
想
の
「
翻
訳
技
法
」
の
特
徴
で
あ
り
、
強
み
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

*

*

*

真
言
密
教
の
教
え
を
日
本
へ
移
植
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
の
み
な
ら
ず
、
日
本
史
上
最
大
の
「
文
化
功
労
者
」
と

し
て
、
今
も
な
お
多
く
の
人
々
か
ら
崇
め
ら
れ
て
い
る
空

海
。
そ
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
根
源
が
何
で
あ
っ
た
の

か
を
示
す
次
の
一
文
を
挙
げ
て
、
拙
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に

し
よ
う
。
空
海
が
最
晩
年
に
高
野
山
に
お
い
て
催
し
た

「
万ま

ん

燈ど
う

会え

」
の
法
要
に
お
け
る
願
文
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

虚
空
尽
き
、
衆
生
尽
き
、
涅ね

槃は
ん

尽
き
な
ば
、
我
が
願

い
も
尽
き
ん
。

〈
宇
宙
空
間
が
あ
る
限
り
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が

あ
る
限
り
、
す
べ
て
の
生
命
の
幸
福
を
実
現
す
る
と
い

う
私
の
願
い
も
、
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。〉

東寺講堂の諸尊配置図（現状）
向かって左（西）から、明王、如来、菩薩が５体ずつ配置されている。立体曼荼羅とも称される。
四隅からは四天王、左右（東西）の端からはバラモン教起源の帝釈天と梵天が、中央の仏たちを守護する。

不
動
明
王

大
日
如
来

阿
閦
如
来

不
空
成
就
如
来

宝
生
如
来

阿
弥
陀
如
来

金
剛
波
羅
蜜
多
菩
薩

多
聞
天

広
目
天

金
剛
薩
埵

金
剛
夜
叉
明
王

金
剛
業
菩
薩

大
威
徳
明
王

金
剛
宝
菩
薩

降
三
世
明
王

金
剛
法
菩
薩

軍
荼
利
明
王

梵
天

帝
釈
天

持
国
天

増
長
天

東西

東寺講堂の仏像群
密教の思想を可視化するために空海が考案した仏像群。
造像の背景には、「国家を安定させ、すべての生命の幸福を実現する」という空海の熱き思いがあった。
写真提供／高野晃輔
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