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仏
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二
七
四

大
鏡
に
お
け
る
叡
山
仏
教

渡

辺

守

順

一

序

大
鏡
は
平
安
末
期
の
院
政
時
代
に
書
か
れ
た
歴
史
物
語
で
、
伝
え
ら

れ
て
い
る
諸
本
は
三
巻
本

・
六
巻
本

・
八
巻
本

の
三
種
が
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
四
鏡
の

一
で
、
「世
継
物
語
」
と
か
、
「世
継
の
翁

の
物
語
」
な
ど

と
称
さ
れ
、
作
者
は
藤
原
為
業
説

・
藤
原
能
信
説

・
源
道
方
説

・
源
経

信
説
な
ど
が
あ
つ
て
、
は
つ
き
り
し
な
い
。
内
容
は
文
徳
天
皇
の
嘉
祥

三
年

(
八
五
〇
)
か
ら
、
後

一
条
天
皇
の
万
寿
二
年

(
一
〇
二
五
)
ま

で

の

一
四
代

一
七
六
年
間
の
歴
史
を
対
話
風
な
物
語
に
ま
と
め
て
い
る
。

こ
の
作
品
を
概
観
す
る
と
、
構
成
の
上
で
、
法
華
八
講
会
の
影
響
が
強

く
、
序

・
本
紀

・
列
伝

・
藤
氏
物
語

・
昔
物
語

の
五
部
か
ら
な
り
、
内

容
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
と
、
か
な
り
叡
山
仏
教
の
教
養
を
も

つ
た
作

者
の
手

に
な

つ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
か
か
わ
り
が
あ
る

か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

大
鏡
に
お
け
る
叡
山
仏
教
が
、
ど
の
程
度
の
濃
厚
さ
で
あ
る
か
を
簡

単
に
い
い
き
る
こ
と
は
難
し
い
け
れ
ど
、
六
巻
の
う
ち
、
巻
四
と
巻
六

を
除
い
て
、
叡
山
仏
教
が
で
て
く
る
の
で
、
例
に
よ

つ
て
示
せ
ば
、
六

七
%

の
濃
度
と
い
え
よ
う
。
『
太
平
記
』
の
五
〇
%
、
『
平
家
物
語
』
の

三
八
%
、
『
宇
治
拾
遣
物
語
』
の
三

一
%
、
『
栄
花
物
語
』
の
九
〇
%
と

比
較
す
る
と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

二
 
大
鏡
の
比
叡
山

大
鏡
の
研
究
は
多
く
の
人
の
す
ぐ
れ
た
成
果

が
あ
る
の
で
、
か
な
り

普
及
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
岩
波
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本

に
よ

つ

て
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
み
て
み
よ
う
。

 
8
舞
台
 
大
鏡
に
で
て
く
る
叡
山
お
よ
び
天
台
系
寺
院
が
、
ど
ん
な

具
体
的
な
文
章
で
で
て
く
る
か
を
、
や
や
わ
ず
ら
わ
し
い
が
紹
介
す
る

と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

 

<比
叡
山
> 
ま
ず
、
ば
く
ぜ
ん
と

「
山
」
と
あ
る
だ
け
で
も
比
叡
山

だ
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
。

巻

一

「
い
と
ど
山
の
天
狗
の
し
た
て
ま
つ
る
と
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
に

き
こ
え
侍
れ
」

こ
れ
は
天
皇
の
ご
病
気
が
な
お
ら
な
い
原
因
を
山
の
天
狗
の
せ
い
だ

と
し
て
い
る
記
述
で
あ
る
。
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巻
五
(
1
)
「
やが
て
そ
の
夜
、
山

へ
の
ぼ
ら
せ
給
け
る
に
、
鴨
河
わ
た

り
し
ほ

ど
の
い
み
じ
う
つ
め
た
く
お
ぼ
え
し
な
ん
、
す
こ
し
あ
は
れ
な

り
し
」

こ
れ
は
顕
信
が
、
京
都
の
革
堂
行
願
寺
で
、
落
飾
し
て
、
す
ぐ
比
叡

山

へ
登

つ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
い
ず
れ
も
、
暗
い
心
の
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
比
叡
山
を

と
り
あ
げ

た
。巻

五
(
2
)
「
や
ま
の
所
司

・
殿
の
御
随
身
ど
も
、
人
は
ら
ひ
の
耳
し
り

て
、
戒
壇
に
の
ぼ
ら
せ
給
け
る
ほ
ど
こ
そ
、
入
道
殿
は
え
み
た
て
ま
つ

ら
せ
た
ま
は
ざ
り
け
れ
」

右

の

「や
ま
の
所
司
」
と
あ
る
は
叡
山
の
役
僧
の
こ
と
で
あ
る
。

<根
本
中
堂
>

巻

一

「御
く
ら
ゐ
さ
ら
せ
た
ま
ゐ
し
事
も
、

お
ほ
く
は
中
堂
に
の
ぼ

ら
せ
た
ま
は
ん
と
な
り
。
さ
り
し
か
ど
、
の
ぼ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
さ
ら

に
其
験

お
は
し
ま
さ
ざ
り
し
こ
そ
、
く
ち
お
し
か
り
し
か
。
や
が
て
お

こ
た
り
お
は
し
ま
さ
ず
と
も
、
す
こ
し
の
し
る
し
は
あ
る
べ
か
り
し
こ

と
よ
」

悲
し
い
心
を
慰
め
る
た
め
、
根
本
中
堂
の
本
尊
に
す
が
つ
た
。

巻
三

「正
月
二
七
夜

の
ほ
ど
に
、
中
堂
に
の
ぼ
ら
せ
た
ま

へ
り
け
る

に
、
さ
ら
に
御
を
こ
な
ひ
も
せ
で
お
ほ
と
の
こ
も
り
た
り
」

こ
れ
は
顕
信
が
出
家
し
た
と
き
、

い
つ
こ
う
に
お
つ
と
め
を
し
な
い

出
家
生
活
を
述

べ
た
も
の
で
、
重
苦
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

 
<横
川
>

巻
三
(
1
)
「
はじ
め
は
横
河
に
お
は
し
て
、

の
ち
に
多
武
峯
に
は
す
ま

せ
給
し
そ
か
し
」

有
名
な
多
武
峯
少
将
高
光
の
こ
と
で
あ
る
。

巻
三
(
2
)
「
飯室
権
僧
正
」

慈
忍
の
こ
と
で
あ
る
。

巻
三
(
3
)
「
いゐ
む
う
と
い
ふ
所
に
い
と
た
う

と
く
を
こ
な
ひ
て
ぞ
、

か
く
れ
給
に
し
。
」

義
懐
申
納
言
が
出
家
し
て
、
横
川
へ
入
つ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

巻
三
(
4
)
「
九条殿
の
樗
厳
院
」
「
九
条
殿
の
飯
室
の
事
な
ど
」

こ
れ
は
藤
原
師
輔
が
建
て
た
横
川
の
法
華
三
昧
院
の
こ
と
で
あ
る
。

巻
三
(
5
)
「
横川
の
大
僧
正
御
房
」

こ
の
ほ
か
、
天
台
系
寺
院
が
登
場
す
る
の
は
、
巻

一
の

「雲
林
院
の

菩
提
講
」
、
巻
二
の
「
三
井
寺
」
、巻
五
の

「
か
わ
堂
」
(京
都
一
条
革
堂
)
、

「
天
王
寺
」
な
ど
で
あ
る
。
裏
書
で
は
巻
五
に

「園
城
寺
」
と
あ
る
。

(
二
)
人
物

大
鏡
の
な
か
に
叡
山
関
係
の
僧
お
よ
び
外
護
者
が
ど
の
よ

う
な
形
で
登
場
し
て
い
る
か
を
し
ら
べ
る
の
は
た
い
へ
ん
興
味
あ
る
こ

と
だ
が
、
本
稿
で
は
天
台
僧
を
巻
数
順
に
列
記
す
る
。
同
じ
巻
で
重
出

す
る
人
物
は

一
回
だ
け
書
く
。

巻

一

(智
証
大
師
)

巻
二

(心
誉
僧
都
 
兵
衛
佐
=
真
覚

花
山
院

恵
心
僧
都

僧
都

=
源
心

多
武
峯
の
入
道
少
将
=
高
光

仁
和
寺
僧
正

=
済
臣
)

大
鏡

に
お
け
る
叡
山
仏
教

(渡

辺
)
 

二
七
五
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大
鏡
に
お
け
る
叡
山
仏
教

(
渡

辺
)

 

二
七
六

巻
三

(飯
室
権
僧
正
=
慈
忍

禅
林
寺
僧
正
=
深
覚

賀
縁

い
ゐ

む
ろ
の
僧
都
=
尋
円

仁
和
寺
別
当

三
昧
僧
都
如
源

=
叡
山
西
塔

に
住
む

兵
衛
佐
)

巻
四

(皇
后
宮
と
ひ
と
つ
ば
ら
の
お
と
こ
ぎ
み
=
隆
円
=
延
暦
寺
大

僧
都
実
円
の
弟
子

明
尊
=
天
台
座
主
)

巻
五

(顕
信

座
主
=
覚
慶

飯
室
の
権
僧
正
=
慈
忍

横
川
の
大

僧
正
御
房
良
源
)

右
の
う
ち
智
証
大
師

・
恵
心
僧
都

・
飯
室
権
僧
正

・
明
尊
な
ど
は
名

僧
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
藤
原
道
長
ら
藤
原
氏

一
門
の
外
護
者
が
多
く

登
場
す
る
が
す
べ
て
省
略
し
た
。
傾
向
と
し
て
、
藤
原
氏
と
比
叡
山
横

川
の
僧
侶
集
団
と
ず
い
ぶ
ん
密
接
な
関
係
に
あ
つ
た
よ
う
だ
。
多
武
峯

へ
行
つ
た
高
光
も
ま
ず
比
叡
山
の
横
川

へ
登
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
裏
書
に
で
て
く
る
叡
山
関
係
の
高
僧
を
列
記
し
て
お
こ
う
。

巻

一

(智
証
大
師

増
命

権
僧
正
尋
禅
)

巻
二

(権
大
僧
都
源
心
)

巻
三

(権
僧
正
尋
禅
)

巻
五

(大
僧
正
覚
慶

慈
恵
大
僧
正
)

三
 
大
鏡
の
叡
山
教
学

大
鏡
に
で
て
く
る
叡
山
教
学
に
関
す
る
事
項
を
分
類
す
る
と
三
つ
あ

る
。
(
1
)
法
華
経
(
2
)
五
時
教
(
3
)
往
生
要
集
そ
の
他
で
あ
る
。
ま
ず
、
法
華

経
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
か
考
察
し
て
み
よ
う
。

 
<法
華
経
>
序

の
書
き
だ
し
に

「
雲
林
院

の
菩
提
講
」
と
あ

つ
て
、

極
楽
往
生
を
願
う
た
め
に
、
法
華
八
講
と
い
う
、
講
説
の
あ
い
ま
に
、

九
〇
歳
の
大
宅
世
次
と
、

一
八
〇
歳

の
夏
山
重
木
の
両
翁
が
出
会

つ
て

歴
史
物
語
を
す
る
と
こ
ろ
へ
、
重
木
の
妻
と
、
若
侍
が
加
わ
つ
て
、
主

に
世
次
が
歴
史
を
語
り
、
他
の
三
人
が
聞

き
役

で
、
物
語
が
展
開

す

る
。
そ
し
て
、
「法
華
経

一
部
を
と
き
た
て
ま

つ
ら
ん
と

て
こ
そ
、
ま

つ
余
教
を
ば
と
き
た
ま
ひ
け
れ
」
と
い
つ
て
、
巻

一
が
は
じ
ま
る
。
巻

一
に
は

「
た

穿
い
ま
の
入
道
殿
下
の
御
あ
り
さ

ま
、
い
に
し

へ
を
き

き
、
い
ま
を
み
侍
る
に
、
二
も
な
く
三
も
な
く
、
な
ら
び
な
く
、

は
か

り
な
く
お
は
し
ま
す
。
た
と
へ
ば

一
乗
の
法
の
ご
と
し
、
御
あ
り
さ
ま

の
返

々
も
め
で
た
き
也
」
と
あ
つ
て
、
法
華

一
乗
を
高
く
評
価
し
て
い

る
。
「
二
も
な
く
三
も
な
く
」
と
は
法
華
経
方
便

品
の

「十
方
仏
土
中

リ

ク

シ

唯
有
二
一
乗
法
一
、無
レ
二
亦
無
レ三
」
と
あ
る
を
引

用
し
て

い
る
。
法
華

昔
乗
と
道
長
を
同
位
に
考
え
て
い
る
。

巻
三
に
は

「『
(略
)
し
ば
し
法
華
経
諦
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
本
意
侍

れ
ば
、
か
な
ら
ず
か
へ
り
ま
う
で
く
べ
し
と
の
給
て
、
方
便
品
を
よ
み

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「北
陣
よ
り
い
で
た
ま
ふ
ほ

ど
よ
り
、
法
華
経
を
い
み
じ
う
た
う
と
く
諦
じ
た
ま
ふ
」
と
も
あ
る
。

巻
五
に
は

「
こ
れ
こ
そ
は
た
し
か
に
み
た
て
ま
つ
り
け
め
。
た
だ
(転

輪
聖
王
な
ど
は
か
く
や
」
と
、
道
長
の

「
御
あ
り
さ
ま
、
御
か
た
ち
」

を

「
ゐ
な
か
世
界
の
民
百
姓
」
が
法
華
経
安
楽
行
晶
に
あ
る

「転
輪
聖

王
」
の
よ
う
だ
と
い
つ
た
。
転
輪
と
は
輪
宝
が
王
を
先
導
し
て

一
切
の

障
害
を
破
砕
隆
伏
す
る
力
の
あ
る
も
の
で
、
そ
の
福
を
も
つ
の
が
転
法
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輪
で
あ

る
。

ま
た
、
同
じ
巻
五
に

「聖
徳
太
子
つ
た

へ
た
ま
ふ
と
い
へ
ど
も
、

こ

の
ご
ろ
だ
に
、
む
ま
れ
た
る
ち
こ
も
法
華

経
を
よ
む
と
申
せ
ど
、
ま

だ
、
よ
ま
ぬ
も
は
べ
る
ぞ
か
し
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
三
昧
を

こ
な

ひ
た
て
ま
つ
り
」
と
あ
つ
て
、
慈
覚
大
師
が
入
唐
し
て
伝
え
た
法
華
三

昧
供
養
を
修
す
る
行
事
や
、
「
わ
が
身
お
も
ふ
さ
ま
に
な
り
た
ら

ば
、

三
昧
堂
た
て
ん
」
と
法
華
信
仰
の
普
及
の
さ
ま
が
記
さ
れ
て
い
る
。

<五
時
教
>

天
台
の
考
え
方
の
中
心
に
五
時
八
教
が
あ
る
が
、
序
で

「
そ
れ
を
な
づ
け
て
五
時
教
と
い
ふ
に
こ
そ
は
あ
な
れ
」
と
あ
り
、
裏

書
の
巻

一
に

「
五
時
教
事
」
と
あ

つ
て

「
華
厳

乳
味
、
阿
含

酪

味
、
方
等

生
蘇
、
般
若

熟
蘇
、
法
華

浬
桀

醍
醐
、
謂
之
五
味

云
々
」

と
あ
る
。
釈
尊

一
代
の
教
え
を
五
時
に
わ
け
、
法
華
を
第
二
と

す
る
考
え
で
、
道
長
は
法
華
の
よ
う
な
も
の
と
こ
こ
で
も
述

べ
て
い

る
。
大
鏡
の
本
紀
列
伝
を

「
余
教
」
と
し
、
道
長
伝
を
法
華
に
な
ぞ
ら

え
る
あ

た
り
、
奈
良
仏
教
の
中

へ
叡
山
仏
教
が
大
き
く
進
出
し
た
こ
と

を
証
し
て
い
る
。

<往
生
要
集
な
ど
>

つ
ぎ
に
、
『
往
生
要
集
』
な
い
し
恵
心
僧
都
の
教
学
が
若
干
反
映

し

て
い
る

の
に
注
目
し
た
い
。
巻

一
に

「魚
子
お
ほ
か
れ
ど
、
ま
こ
と
の

魚
と
な
る
こ
と
か
た
し
。
奄
羅
と
い
ふ
う
ゑ
木
あ
れ
ど
、

こ
の
み
を
む

す
ぶ
事
か
た
し
」
と
あ
る
の
が
、
『往
生
要
集
』
の
引
用

で
あ

る
。
巻

二
に
は

「
恵
心
の
僧
都
の
、
頭
陀
行
せ
ら
れ
け
る
お
り
に
、
京
中

こ
ぞ

り
て
い
み
じ
き
御
時
を
ま
う
け
つ
耳
ま
い
り
し
に
」
と
あ
る
。

 
こ
の
ほ
か
、
叡
山
教
学

の
関
係
で
は
、
序
に

「
灌
頂
」
、巻
二
に

「薬

師
経
」
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。

以
上
を
概
観
す
る
と
、
大
鏡
に
お
け
る
叡
山
教
学
は
、
法
華
経
が
仏

教
の
中
心
と
い
い
、
道
長
も
同
様
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

四

結

い
つ
も
な
が
ら
、
ず
さ
ん
な
列
挙
的
考
察
に
終
る
が
、
栄
花
物
語
と

比
較
す
る
と
き
、
舞
台
と
な
つ
た
横
川
は
同
じ
程
度
だ
が
、
登
場
人
物

に
お
い
て
、
栄
花
物
語
グ
ル
ー
プ
よ
り
大
鏡
グ
ル
ー
プ
が
わ
ず
か
に
勢

力
が
劣
る
か
に
見
え
る
。
こ
れ
は
道
長
を
中
心
に
お
い
た
大
鏡
の
作
者

の
意
志
が
然
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

つ
ま
り
、
道
長
を
中
心
に
し
た
大
鏡
は
山
階
寺
を
と
り
ま
く
奈
良
仏

教
に
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
、
む
し
ろ
弘
法
大
師
が
登
場
す
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。
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