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樹

「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
は
天
寿
国
繍
帳
銘
文
の
中
に
見
ら
れ
、

聖
徳
太
子
か
生
前
そ
の
妻
に
し
ば
し
ば
語

つ
た
言
葉
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
中
で
、
虚
仮
は
真
と
対
句
と
し
て
用
い
ら
れ
、
非
真
を
意
味

す
る
嘘
、
虚
偽
と
理
解
す
る
の
か

一
般
的
解
釈
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

た
め
世
間
虚
仮
と
は

「
現
世
否
定
の
精
神
を
示
し
、
来
世
渇
望
と
い
う

日
本
固
有
の
意
識
に
は
全
く
欠
除
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い

(
1
)

る
」
と
評
価
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

銘
文
中
の
こ
の
二
句
か
、
果
し
て
太
子
自
身
の
言
葉
で
あ
る
か
否
か

の
歴
史
的
事
実
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
日
本
仏
教
史
の
上
で
確
か
に
太

子
の
言
葉
と
し
て
伝
承
せ
ら
れ
て
き
た
こ
の
銘
文
に
対
し
て
、
前
掲
の

解
釈
に
見
ら
れ
る
二
元
的
世
界
観
、
並
び
に
そ
の
二
元
観
を
裏
づ
け
る

根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
虚
仮
な
る
語
の
理
解
の
当
否
を
、
虚
仮
の
用

語
例
の
面
か
ら
判
断
し
て
み
た
い
。

文
字
自
体
と
し
て
眺
め
れ
ば
、
虚
は

「
う
つ
ろ
」
で
あ
り
、
真
に
対

立
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
実
に
対
比
さ
る
べ
き
概
念
で
あ
り
、
実

を
伴
な
わ
な
い
こ
と
を
日
に
出
す
か
ら
嘘
と
な
る
。
仮
も
ま
た
虚
と
同

じ
く
、
む
し
ろ
虚
以
上
に
実
に
対
立
す
る
意
味
を
有
し
て
い
る
。
世
間

か
虚
仮
で
あ
る
と
は
世
間
か
実
を
伴
な
わ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
は
い

る
か
、
そ
の
こ
と
か
直
ち
に
現
世
否
定
、
来
世
渇
望
と
い
う
結
論
に
帰

納
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
結
論
は
、
世
間
と
仏
を
最
初
か
ら

対
立
す
る
二
元
の
世
界

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
虚
仮
は
真
に
相
反

す
る
故
当
然
否
定
さ
る

べ
き
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
た
上
で
、

初
め
て
断
定
す
る
こ
と
か
可
能
と
な
る
。
従
つ
て
銘
文
の
二
句
の
み
に

よ
つ
て
現
世
否
定
、
来
世
渇
望
と
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
。

漢
文
資
料
中
に
は

「寡
婦
巽
城
頽
、
此
情
非
虚
仮
」
「
四
行
者

不
可

(
2
)

虚
仮
」
と
い
つ
た
用
例
か
認
め
ら
れ
る
か
、
仏
教
資
料
で
は
虚
仮
の
用

例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
維
摩
経
中
に
、
維
摩
詰
か
道
場
b
o
d
h
i
m
a
n
d
a

(菩
提
の
生
じ
る
所
)
を
種
々
の
語
に
置
換
え
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る

条
か
あ
る
。
「直
心
是
道
場
、
無
虚
仮
故
。
発
行
是
道
場
、
能
弁
事
故
。

(3
)

深
心
是
道
場
、
増
益
功
徳
故
。
菩
提
心
是
道
場
、
無
錯
謬
故
。
」
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
直
心
a
s
a
y
a(純
に
て
無
雑
な
心
)
こ
そ
虚
仮
な
き
故
に
菩
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提
の
生
じ
る
所
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
虚
仮
は
、
倒
錯
、
誤
謬
を
意
味

す
る
錯
謬
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
と
は
異

つ
た
概

念
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

(
4
)

同
経
蔵

訳
に
よ
れ
ば
、
こ
の
箇
所
の
虚
仮
に
相
当
す
る
の
は
b
c
o
s
-

m
a
 で
あ
り
、
こ
の
語
は
K
r
t
r
i
m
a
 

に
還
梵
す
る
こ
と
か
可
能
で
あ

る
。
翻
訳
名
義
集
で
は
こ
の
語
に
対
し
て
改
作
、
粧
様
と
い
う
漢
語
か

(
5
)

あ
て
ら
れ
、
虚
仮
は
録
さ
れ
て
い
な
い
か
、
梵
蔵
両
語
と
も
に
、
人
工

的

・
人
為

的

・
不
自
然
に
作
り
出
さ
れ
る
こ
と

・
も
の
の
本
質
と
必
然

的
に
結
び

つ
か
な
い
こ
と
、
等
を
意
味
し
て
い
る
。

人
為
的
に
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
と
は
認
識

の
対
象
を
名
称
化
す
る
行

為
で
あ
る
。
例
え
ば
大
乗
荘
厳
経
論

の
中
で
、
菩
薩
か
遠
離
す
べ
き
十

種
の
分
別
中
、
如
名
起
義
分
別
と
は
名
称
に
基
づ
い
て
対
象
に
意
味
を

付
与
す
る
分
別
作
用
で
あ
り
、
こ
の
名
称
か
註
記
に
よ
れ
ば
k
r
t
r
i
m
a

(
6
)

で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
名
称
並
び
に
名
称
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
意
味

か

一
種

の
社
会
契
約
で
あ
る
限
り
、
対
象
を
名
称
化
す
る
こ
と
は
対
象

そ
の
も

の
と
は
関
係
の
な
い
認
識
者
の
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し

く
人
為
的
作
用
に
他
な
ら
な
い
。
結
果
と
し
て
対
象
自
体
の
真
実
の
姿

を
表
わ
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
名
称
化
の
行
為
は

虚
偽
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
名
称
化
と
は
行
為
で

あ
り
、

そ
れ
か
結
果
と
し
て
虚
偽
で
あ
る
と
す
る
価
値
判
断
と
を
同

一

次
元
の
も

の
と
し
て
直
結
す
る
こ
と
は
論
理

の
飛
躍
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

虚
仮
は
人
為
的
認
識
行
為
、
即
ち
名
称
化
で
あ
る
か
、
こ
の
語
は
ま

た
 
p
r
a
j
n
a
p
t
i
 

施
設
と
関
係
す
る
。
天
寿
国
繍
帳
銘
文
に
対
す
る

一
般

的
解
釈
の
よ
う
に
、
虚
仮
か
真
に
対
立
す
る
反
対
概
念
で
あ
る
と
仮
に

認
め
て
も
、
世
間
は
虚
偽
な
る
故
捨
て
去
る

べ
く
、
仏
の
世
界
は
真
な

る
か
故
に
求
む
べ
し
と
い
う
、
虚
偽
か
し
か
ら
ざ
れ
ば
真
実
か
と
い
う

二
者
択

一
の
対
立
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ

一
な
る
世
界
に
対
す
る
観

点
の
相
違
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
一
切
唯
仮
是
為
真
実
、
若
作
是
観
名
為
正
観
。
彼
於
虚
仮
所
依
処

所
実
有
唯
事
、

撲
為
非
有
、
是
則

一
切
虚
仮
皆
無
。
何
当
得
有

一
切
唯

(7
)

仮
、
是
為
真
実
。
」

一
切
は
た
だ
仮
の
み
で
あ
り
、
仮
を
仮
と
あ
り

の

ま
ま
に
認
め
る
こ
と
か
真
実
の
正
観
で
あ
る
。
仮
を
実
と
思
う
こ
と
、

そ
れ
か
虚
仮
に
他
な
ら
な
い
。
仮
の
外
に
真
実

を
認
め
、
ま
た
仮
の
外

に
虚
仮
を
認
め
る
と
い
つ
た
こ
れ
ら
両
者
の
態
度
を
と
も
に
諺
る
者
こ

そ
ま
こ
と
の
否
定
に
徹
す
る
者
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
の
趣
旨
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
掲
菩
薩
地
玄
突
訳
で
、

一
切
は
仮
の
み
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
仮
か
仮
名

(施
設
)
の
義
で
あ
る
こ
と
を
示

す
の
か
、
同
じ
箇
所

に
対
す
る
曇
無
識
の
訳
で
あ
る
。

「
一
切
皆
是
仮
名
、
無
有
真
実
、
作
如
是
観
、

是
為
正
観
。
是
等
於

(
8
)

仮
名
所
依
悉
無
所
有
、
仮
名
亦
無
。
仮
名
既
無
、
仮
名
真
実
亦
無
所
有
。
」

こ
の
訳
で
は
、
仮
に
お
い
て
虚
仮
と
真
実
の
二
か
成
立
つ
と
い
う
先
の

玄
癸
の
表
現
と
は
異
な
つ
て
、
仮
名
に
お
い
て
仮
名
と
真
実
と
か
成
立

虚
仮

国
 
K
r
t
r
i
m
a
 

の
用
語
例

(
工

藤
)

二
〇

七
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虚
仮
 
K
r
t
r
i
m
a
 

の
用
語
例

(
工

藤
)

二
〇
八

つ
と
述

べ
ら
れ
る
。

一
切
か
仮
で
あ
る
と
い
う
仮
か
今
は
仮
名
と
呼
ば

れ
、
ま
た
仮
名
か
二
重
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、
こ
』
で
は
も
は
や
虚
仮

の
語
は
登
場
し
な
い
。

以
上
両
訳
を
綜
合
し
て
判
断
す
れ
ば
、
虚
仮
は
少
く
と
も
仮
名
を
も

つ
て
置
換
え
る
こ
と
の
可
能
な
概
念
で
あ
り
、
ま
た
仮
と
虚
仮
と
は
明

ら
か
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
で
き

る
。
従

つ
て
ま
た
虚
仮
は
、
単
に
虚
偽
と
い
つ
た
価
値
観
に
も
と
つ
く

表
現
で
あ
る
よ
り
も
、
虚
な
る
仮
、
即
ち
仮
の
虚
な
る
観
方
、
行
為
と

(
9
)

解
釈
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
菩
薩
地
梵
本
は
曇
無
識
の
訳
に

よ
り
近
く
、
虚
仮
の
相
当
語
と
し
て
は
p
r
a
j
n
a
p
t
i
 

を
用
い
、
同
じ
く

蔵
訳
か
b
t
a
g
s
-
p
a

を
用
い
る
の
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

虚
仮

の
真
意
か
対
象
を
名
称
化
す
る
行
為
で
あ
り
、
ま
た
仮
な
る
も

の
、
換
言
す
れ
ば
縁
起
的
に
し
か
あ
り
え
な
い
も
の
を
縁
起
と
見
ず
に

実
と
見
る
観
点
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
本
来
実
体

性
を
持
ち
え
な
い
も
の
を
認
識

の
対
象
と
し
て
実
体
化
し
、
固
定
化
す

る
こ
と
で
あ
る
。
対
象
の
固
定
化
は
、
同
時
に
認
識
す
る
側
の
固
定
化

に
も
通
じ
る
。
虚
仮
は
縁
起
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ま
た
能
所
無
自
性

と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
論

(特
に
そ

の
十
五
章
)
は
、
虚
仮
を
自
性
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解

し
論
究

し
て

い
る
。

火
は
因
縁
か
あ
れ
ば
燃
え
、
因
縁
に
欠
け
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
当
然
の

こ
と
な
か
ら
燃
え
な
い
。
伺
様
忙
無
煩
悩
に
よ
り
生
じ
た
識

の
種

子

は
、
因
縁
か
あ
れ
ば
母
胎
の
中
で
名
色
と
い
う
芽
を
生
じ
る
。
と
い
う

の
は
、
主
体
な
く
ま
た
所
有
者
な
き
法
は
、
因
縁
か
あ
れ
ば
そ
れ
自
体(1

0
)

在
性
の
た
め
に
不
思
議
な
性
質
を
有
し
、
k
r
t
r
i
m
a
 

を
も
た
ら
す
、

と
の
表
現
に
よ
つ
て
中
論
は
k
r
t
r
i
m
a
 

を
説
明
す
る
。

k
r
t
r
i
m
a
 

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

因
縁
と
い
う
条
件
の
も

と
に
お
い
て
火
か
燃
え
、
ま
た
母
胎
内
で
名
色

の
芽
か
生
じ
る
、
そ
れ

と
同
じ
意
味
に
お
い
て
法
か
K
r
t
r
i
m
a
 

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
法
か
生
じ
る
と
か
存
在
性
を
も

つ
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
。
存

在
を
し
て
存
在
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、

先

の
相
対
を
名
称
化

し
、
そ
の
こ
と
に
よ

つ
て
能
所
と
し
て
固
定
化
す
る
こ
と
と
同

一
の
意

味
で
あ
る
。

存
在

(自
性
)
と
存
在
性
と
は
異
な
る
。
k
r
t
r
i
m
a
 

は
本
来
作
ら
れ

(
1
1
)

た
も
の
を
意
味
す
る
。
も
の
の
本
体
で
あ
る
自
性
は
、
自
ら
か
存
在
す

る
と
い
う
語
義
で
あ
る
か
ら
、
作
ら
れ
た
も
の
k
r
t
r
a
k
 

と
い
う
語
義

は
少
く
と
も
自
性
の
も
の
で
は
な
い
。
作
ら
れ
た
も
の
と
は
因
縁
に
よ

つ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
性
は
因
縁
生
で
は
な
い
。
火
に

と
つ
て
の
熱
の
ご
と
く
、

一
般
に
そ
れ
か
火
の
自
性
と
み
な
さ
れ
る
も

の
は
、
眼
病
者
か
あ
り
も
し
な
い
髪
の
毛
を
見

る
よ
う
に
、
無
明
と
い

う
病
に
冒
さ
れ
た
眼
に
よ
つ
て
無
自
性
な
る
も

の
を
有
自
性
の
相
と
し

て
見
る
か
ら
で
あ
る
。
火
に
と
つ
て
の
熱
は
、
火

の
自
性
で
は
な
く
自

(
1
2
)

相
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
無
自
性
の
相
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
「実

に
自
性
は
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(
1
3
)

作
ら
れ
ざ
る
も
の
a
k
r
t
r
i
m
a
 

に
し
て
、
ま
た
他
に
依
存
し
な
い
。
」

他
に
依
存
し
な
い
と
は
勿
論
縁
起
的
あ
り
方
を
超
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
か
、

そ
れ
は
自
己
か
保
有
す
る
自
己
財
産

の
ご
と
き
も

の
で
あ

つ

て
、

一
時
的
に
他
人
か
ら
借
用
し
た
品
物
の
ご
と
き
も
の
は
自
性
と
は

呼

べ
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
作
ら
れ
た
も
の
k
r
t
a
k
a
 

は
自
性

で
な
い
と
い
う
先
の
定
義
と
、
今
自
性
は
作
ら
れ
ざ
る
も
の
a
k
r
t
r
i
m
a

で
あ
る
ど
さ
れ
る
こ
の
断
言
の
用
語
の
相
違
は
単

な
る
偶

然

で
は
な

い
。縁

旭
的
な
あ
り
か
た
に
あ

つ
て
、
相
対
す
る
も
の
を
能
所
と
し
て
固

定
化
す
る
こ
と
を
言
語
の
機
能
に
仮
託
し
て
い
え
ぱ
、
普
遍
性
、

一
般

性
の
中
で
個
を
特
定
化
し
固
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
k
r
t
r
i
m
a
か
文
法

(
1
4
)

用
語
に
お
い
て

「
一
般
的
意
味
」
に
対
す
る

「特
別

の
意
味
」
、
つ
ま

り
普
遍
に
対
す
る
特
殊
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
は
同

一

の
趣
旨

に
も
と
ず
く
。

一
般
的
に
い
え
ば
、

一
切
は
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
仮
に
自
性
か
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
作
ら
れ
ざ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
性
は
否
定
せ
ら

れ
て
い
る

の
で
は
な

く
、

一
般
的
承
認
を
超
え
て

い
る
。
a
k
r
t
r
i
m
a

は
k
r
t
a
k
aの
否
定

で
は
な
く
、
両
者
の
間
に
は
基
本
的
に
視
点
の
相
違
か
見
ら
れ
る
。

最
初

の
維
摩
経
の
表
現
に
も
ど
れ
ば
、
直
心
、
即
ち
純
に
し
て
無
雑

な
心
に
は
虚
仮
か
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
縁
起
を
縁
起
と
し
て
直

視
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
名
称
化
せ
ず
、
能
所
と
し
て
固
定
化
し
な
い

こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
名
称
化
せ
ず
固
定
化
せ
ず
し
て
は
認
識

の
世
界

か
成
立
に
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
従
つ
て
対
象
の
真
実
の
姿
と
、

認
識
の
結
果
と
の
間
に
当
然
ず
れ
を
生
じ
る
。

し
か
し
名
称
化
せ
ず
し

て
は
認
識
の
成
立
に
な
い

一
般
人
は
、
認
識
の
結
果
を
虚
偽
と
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
k
r
t
r
i
m
a

の
否
定
形
a
k
r
t
r
r
i
m
a

か
成
立
つ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は

一
般
人
を
超
え
た
仏
菩
薩
の
立
場
に
お
い
て
で
な
け

(
1
5
)

れ
ば
な
ら
な
い
。

虚
仮
の
用
語
例
に
見
る
限
り
、
世
間
と
仏
と
は
対
立
す
る
二
元
の
世

界
で
は
あ
り
え
な
い
。
仮
な
る
世
界
、
縁
起
の
世
界
を
虚
仮
と
し
て
固

定
す
れ
ば
そ
れ
か
世
間
で
あ
り
、
固
定
か
為
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
仏

の
世
界
で
あ
る
。
虚
仮
と
し
て
固
定
せ
ら
れ
る
世
間
か
真
実
な
ら
ざ
る

虚
偽
の
世
界
で
あ
る
と
の
判
断
は
、

一
般
人
の
よ
く
な
し
う
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
。

「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
の
理
解
の
た
め
に
は
、
世
間
と
仏
と
を

相
対
立
す
る
二
つ
の
世
界
で
あ
る
と
並
列
的
に
眺
め
る
か
、
そ
れ
と
も

両
者
も

一
な
る
世
界
の
異
な
る
側
面
と
認
め
る
か
、
と
の
前
提

の
相
違

を
問
題
と
す

べ
き
で
あ
る
。
特
に
二
元
的
前
提

に
お
い
て
は
、
世
間
は

虚
偽
に
し
て
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
仮
定
か
無
条
件
に
承
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
更
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
二
旬
か
如
何

な
る
立
場
に
お
い
て
語
ら
れ
た
か
に
よ
つ
て
も
、
自
ら
解
釈
を
異
に
し

て
く
る
。
虚
仮
の
用
語
例
の
示
す
限
り
、
天
寿
国
繍
帳
銘
文
の
二
句
の

み
か
ら
現
世
否
定
の
精
神
と
来
世
渇
望
の
意
識

か
そ
の
中
に
見
出
せ
る

と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
。
ま
し
て
こ
の
二
句
か
ら
、
蘇
我
氏
と
の

虚
仮

内
 
K
r
t
r
i
m
a
 

の
用
語
例

(
工

藤
)

二
〇
九
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虚
仮
 
k
r
t
i
r
m
a
 

の
用
語
例

(
工

藤
)

二

一
〇

抗
争
に
困
態
し
た
聖
徳
太
子
の
政
治
否
定
、
自
己
否
定
を
推
定
す
る
こ

と
は
困
…難
で
あ
ろ
う
。

1
 
家
永
三
郎

「日
本
文
化
」
P
.
 
5
1

2
 
史
諸
橋
編

「大
漢
和
辞
典
」
所
載
、
古
楽
府
及
び
墨
子
修
身
よ
り

3
 
鳩
摩
羅
什
訳

「維
摩
詰
所
説
経
」
大
14
 
5
4
2
 

2
c

4
 
北
京
版
v
o
l
.
 
3
4
,
 
8
2
-
1
-
5

7
 
玄
突
訳

「
喩
伽
師
地
論
菩
薩
地
」
大

30
 
5
8
8
 
c

8
 
曇
無
識

訳

「
菩
薩
地
持
経
」
大
30
 
8
9
4
 
b

9
 
荻
原
校
訂
本
p
.
 
4
6

15
 
n
i
r
a
m
i
s
e
n
a
k
r
t
r
i
m
e
n
 

(
利
を
求

め
な

い
a
k
r
t
r
i
m
a
 

に
よ
つ
て
)
、

ま
た
最
高

の
慈
悲

に
よ

つ
て
菩
薩

は
衆
生

の
利

益

を
行

じ

る
。
B
o
d
h
i
s
-
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