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「 

無
相
」

　
あ
る
日
、
お
釈
迦
様
は
霊
鷲
山
で
弟
子
達

に
、
何
に
言
わ
ず
黙
っ
て
一
本
の
花
を
拈
じ

て
示
し
ま
し
た
。
す
る
と
一
人
、
摩
訶
迦
葉

尊
者
の
み
ニ
コ
ッ
と
微
笑
ん
だ
そ
う
で
す
。

す
る
と
お
釈
迦
様
は
「
我
に
正
法
眼
蔵
涅
槃

妙
心
実
相
無
相
微
妙
の
法
門
あ
り
。
今
、
摩

訶
迦
葉
に
付
嘱
す
」
と
仰
い
ま
し
た
。
お
釈

迦
様
の
み
教
え
が
伝
わ
っ
た
瞬
間
で
し
た
。

無
相
大
師
や
妙
心
寺
の
名
前
の
由
来
で
す
。

    

た  

し
つ
　
　
や
ま
だ
　
　
む
も
ん

　
　
　
「
先
住
桃
嶺
和
尚
大
祥
忌
」

　
十
月
六
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り
、
先
住

桃
嶺
和
尚
の
大
祥
忌
（
三
回
忌
）
を
厳
修
致

し
ま
し
た
。
導
師
に
は
妙
心
寺
派
総
務
部
長

の
上
沼
雅
龍
師
を
お
迎
え
し
、
部
内
寺
院
を

中
心
に
寺
院
方
十
一
名
、
親
類
及
び
花
園
会

役
員
の
総
勢
二
十
三
名
で
お
参
り
し
ま
し
た
。 　

　
　
「
妙
心
寺
団
参
の
募
集
」

　
先
月
号
で
も
ご
案
内
し
ま
し
た
が
、
来
た

る
二
月
の
本
山
団
体
参
拝
旅
行
の
〆
切
は
、

今
月
二
十
三
日
の
達
磨
忌
で
す
。
今
回
旅
行

日
程
表
、
申
込
用
紙
も
同
封
致
し
ま
し
た
。

　
實
相
寺
は
十
名
の
割
り
当
て
を
頂
い
て
い

ま
す
が
、
未
だ
申
込
者
は
僅
少
の
為
、
ご
本

山
に
参
拝
さ
れ
た
こ
と
の
無

い
方
は
、
是
非
こ
の
機
会
に

お
参
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
、

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
今
回
は
寒
い
時
期
で
は
あ

り
ま
す
が
、
普
段
未
公
開
の

東
海
庵
の
石
庭
、
龍
泉
庵
の

襖
絵
な
ど
も
拝
観
致
し
ま
す
。

ま
た
一
休
寺
の
精
進
料
理
も

頂
き
ま
す
の
で
、お
楽
し
み
に
。

元
妙
心
寺
管
長
　
太
室
　
山
田
無
文
老
大
師

　
　
　
　
　
　（
明
治
三
十
三
年
〜
昭
和
六
十
三
年
）
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『
中
外
日
報
』
掲
載
の
コ
ラ
ム
最
終
回
で
す
。

読
者
は
僧
侶
や
寺
族
で
す
。

　
経
営
学
者
の
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
『
非
営
利
組
織

の
経
営
』
日
本
版
の
ま
え
が
き
で
、「
最
古
の
非

営
利
組
織
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
は
か
つ
て
の
日
本
の
寺

に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
大
変
興
味
深

い
こ
と
で
す
が
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
よ
る
と
非
営

利
組
織
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、
機
会
と
卓
越
性

と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
三
本
柱
が
不
可
欠
だ
そ

う
で
す
。

　
例
え
ば
、
私
達
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
仏
教
を
未

来
に
伝
え
る
こ
と
だ
と
す
る
と
、
小
子
高
齢
化

と
い
う
機
会
は
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
で

は
な
く
、
そ
こ
に
は
新
し
い
ニ
ー
ズ
も
あ
る
筈

で
す
。
ま
た
仏
教
が
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
思

想
や
文
化
に
は
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
十
分
応
え

る
だ
け
の
卓
越
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ

問
題
は
私
達
僧
侶
が
仏
教
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

し
て
い
る
か
否
か
で
し
ょ
う
。　

　
仏
教
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
は
、
世
俗

的
な
価
値
よ
り
も
仏
教
的
価
値
を
優
先
す
る
こ

と
で
、
ま
さ
に
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
で
す
。

日
本
仏
教
は
伝
来
以
来
、
戒
律
よ
り
も
世
間
法

を
優
先
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
明
治
以
前
は
大
乗
戒
が
あ
り
ま
し
た
。
現

在
で
は
ほ
ぼ
無
戒
状
態
で
す
の
で
、
や
は
り
こ

こ
に
一
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
今
さ
ら
肉
食
妻
帯
を
禁
ず
る
の
は
非
現

実
的
で
す
し
、
住
職
よ
り
も
寺
庭
さ
ん
の
方
が

壇
信
徒
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
単
に
結
婚
さ
え
し
な
け
れ
ば
良
い
と

い
う
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
要
は
周
囲
に

対
す
る
配
慮
に
欠
け
た
僧
侶
の
言
動
が
問
題
と

な
る
の
で
す
。

　
さ
ら
に
自
ら
を
省
み
る
事
は
重
要
で
す
。
例

え
ば
、
本
来
托
鉢
し
て
頂
い
た
食
べ
物
は
全
て

自
分
の
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
僧
伽

で
は
食
べ
物
は
皆
で
平
等
に
シ
ェ
ア
し
ま
す
。

し
か
し
現
代
の
寺
院
は
夫
々
が
独
立
し
た
法
人

の
為
、
経
営
は
主
に
住
職
に
依
る
所
と
な
り
、

と
も
す
る
と
寺
院
の
存
続
も
各
住
職
の
努
力
次

第
、
自
己
責
任
と
い
う
風
に
考
え
が
ち
で
す
。

一
見
当
然
の
事
の
様
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
れ

が
仏
教
的
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
一
例
で
す
が
、

結
局
今
や
僧
侶
の
価
値
観
も
一
般
社
会
と
何
ら

変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
で
す
か
ら
未
来
に
仏
教
を
伝
え
て
い
く
為
に

は
、
私
達
は
も
っ
と
本
質
的
に
仏
教
的
で
あ
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
幅
広
く
人
材
を
受
け
入

れ
る
に
は
、
人
も
資
金
も
流
動
性
が
必
要
で
す

し
、
そ
の
為
に
は
組
織
や
法
人
の
あ
り
方
も
検

討
す
る
余
地
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
何
よ
り
大

切
な
の
は
、
私
達
自
身
が
如
何
に
仏
教
的
な
生

活
を
送
っ
て
い
る
か
で
し
ょ
う
。
結
局
そ
れ
は
、

夫
々
が
小
僧
時
代
に
教
わ
っ
た
事
を
日
々
真
面

目
に
務
め
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

 　
仏
教
を
未
来
に
伝
え
る
為
に
は
、
先
ず
第
一

に
私
達
僧
侶
の
あ
り
方
が
重
要
な
の
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
昔
な
が
ら
に
や
っ

て
い
れ
ば
良
い
か
と
い
う
と
社
会
構
造
や
家
族

の
あ
り
方
が
変
化
し
た
今
、
や
は
り
そ
れ
だ
け

で
は
不
十
分
な
よ
う
で
す
。
達
磨
忌
で
は
そ
の

辺
の
思
う
所
を
お
話
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　「
随
想
随
筆
」④
　
ー
照
顧
脚
下
ー
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