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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト

「
器
と
花
の
痕
跡
」

日
本
の
い
け
ば
な
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
て
き
た
の
か
。

絵
巻
、
壁
画
、
レ
リ
ー
フ
な
ど
に
残
さ
れ
た
、  

器
と
花
の

痕
跡
を
探
す
旅
。
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テキスト 677

第七図　　テキスト No.613・648（に掲載）

第二十五図　　テキスト No.647

第五十七図　　テキスト No.673

第六十六図　　テキスト No.655

第七十図　　テキスト No.674

第八十七図　　テキスト No.654

立
花
時
勢
粧
の
器

　
「
立り

っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

花
時
勢
粧
」
に
は
１
１
８
の
図

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
器
は

96
種
類
も
あ
る
。
出
版
さ
れ
た
元
禄

元
年
頃
に
は
、
華
や
か
な
世せ

そ
う相

と
立

花
の
流
行
と
が
相
ま
っ
て
、
立
花
瓶

に
も
様
々
な
形
や
新
し
い
意
匠
を
こ

ら
し
た
も
の
が
作
ら
れ
た
。

　

自
由
奔ほ

ん
ぽ
う放

な
自
然
の
息
吹
と
そ
の

調
和
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
富ふ

し
ゅ
ん
け
ん

春
軒

仙せ
ん
け
い溪

。
特
に
行
や
草
の
立
花
に
は
、

そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
な
変
化
に
富

ん
だ
器
を
選
ん
で
使
っ
て
い
る
。

　

器
の
形
だ
け
を
見
て
も
様
々
な
形

態
の
も
の
が
あ
る
が
、
立
花
瓶
の
遊

び
の
部
分
と
し
て
「
耳
」
に
注
目
し

て
み
よ
う
。

　

図
①　

蟷か
ま
き
り螂

　

図
②　

魚

　

図
③　

象

　

図
④　

鳥

　

図
⑤　

兎
う
さ
ぎ

　

図
⑥　

蝶
ち
ょ
う

こ
れ
ら
の
意
匠
に
釣
り
合
う
躍
動
感

が
花
形
に
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
ど
ん
な
花
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
図
で
確
か
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
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第六十図　　テキスト No.661 第一図　　テキスト No.612・633 に掲載

第十二図　　テキスト No.622

第二十四図　　テキスト No.640第五十九図　　テキスト No.674

第五十八図　　テキスト No.669

第四十一図　　テキスト No.641

第八図　　テキスト No.613

第八十三図　　テキスト No615・637

立
花
時
勢
粧
の
器
　
②

　
「
立り

っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

花
時
勢
粧
」
の
立
花
図
に
描
か

れ
て
い
る
立
花
瓶
・
砂
鉢
は
96
種
類
あ

る
。
前
号
に
つ
づ
き
「
耳
」
に
注
目
し

て
み
よ
う
。

　

図
①　

象

　

一
番
最
初
の
「
真
の
花
形
」
の
器
。

第
七
十
九
図
・
第
八
十
図
の
「
真
の
対

の
花
」
に
も
使
わ
れ
て
い
る
（
テ
キ
ス

ト
６
１
５
）。

　

図
②　

象

　

こ
の
象
は
鼻
の
形
が
特
徴
的
。

　
「
立
花
時
勢
粧
」
に
は
象
の
意
匠
の

器
が
６
種
類
あ
る
。

　

図
③　

龍

　

こ
の
図
は
冨
春
軒
に
よ
る
「
除
真
の

内
草
の
花
形
」
で
あ
る
。
他
に
も
第

百
九
図
・
第
百
十
図
の
松
一
色
の
立
花

（
ど
ち
ら
も
冨
春
軒
作
）
に
使
わ
れ
て

い
る
（
テ
キ
ス
ト
６
３
６
）。
冨
春
軒

に
と
っ
て
特
別
な
器
の
一
つ
と
い
え
る

　

図
④　

龍

　

図
⑤　

獅
子

　

第
八
十
四
図
（
テ
キ
ス
ト
６
１
５
）

と
共
に
「
草
の
対つ

い

の
花
」
に
対
で
使
わ

れ
て
い
る
。

　

図
⑥　

唐
子

　

図
⑦　

巻
葉
（
蓮
？
）

　

図
⑧　

竹

　

図
⑨　

竹

　

図
⑩　

竹

　

⑧
⑨
⑩
図
は
ど
れ
も
真
が
松
の
立
花

だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
松
な
の

で
見
比
べ
る
と
面
白
い
。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

第二十一図　　テキスト No.625

。

テキスト 678
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第八十五図　　テキスト No.675第二十九図　　テキスト No.657

第百四図　　テキスト No.672

第十六図　　テキスト No.622・668第五十四図　　テキスト No.639

第七十三図　　テキスト No.653

第二十六図　　テキスト No.663

第六十三図　　テキスト No.661

第九図　　テキスト No.622

第八十一図　　テキスト No.615・638

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

立
花
時
勢
粧
の
器
　
③

　

図
①　

瓢
ひ
ょ
う

箪た
ん

　

瓢
箪
は
古
来
よ
り
縁
起
の
良
い
も
の

と
さ
れ
て
き
た
。
第
八
十
五
図
は
冨
春

軒
の
合

あ
わ
せ

真じ
ん

の
立
花
。
合
真
は
婚
礼
の
席

で
立
て
る
特
別
な
様
式
で
、
そ
れ
に
相

応
し
い
器
と
い
え
る
。

　

図
②　

藤
の
花

　

第
十
六
図
の
立
花
は
萱か

ん

草ぞ
う

の
真
。

　

図
③　

紐ひ
も

　

宝
袋
を
模

か
た
ど

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
第
八
十
二
図
（
テ
キ
ス
ト
６
1
５
）

と
「
行

ぎ
ょ
う

の
対つ

い

の
花
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

図
④
〜
⑩　

様
々
な
形
の
耳

　

図
⑥
の
器
は
第
三
十
九
図
（
テ
キ
ス

ト
６
６
２
）
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

図
⑦
の
器
は
「
耳
口
」
と
呼
ば
れ
る
。

帯
状
の
耳
が
器
の
口
の
端
か
ら
出
て
腰

に
繋
が
る
。

　

図
⑧
は
器
の
形
も
耳
の
形
も
独
特
で

あ
る
。
第
六
十
三
図
「
苔
松
に
藤
」
の

作
者
は
服
部
三
郎
右
門
と
な
っ
て
い
る

が
、
初
版
で
は
作
者
が
書
か
れ
て
い
な

い
。
第
九
十
図
「
竹
の
胴
」（
テ
キ
ス

ト
６
５
６
）
と
第
九
十
八
図
「
杜
若
一

色
の
行

ぎ
ょ
う

」（
テ
キ
ス
ト
６
６
３
）
に
も

同
じ
器
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら

も
桑
原
次
郎
兵
衛
作
。
次
郎
兵
衛
好
み

の
器
と
い
え
る
か
。

　
図
⑨
は
冨
春
軒
作
の
「
菊
一
色
の

行ぎ
ょ
う」。

珍
し
い
耳
の
形
で
あ
る
。

　

図
⑩
は
鐶か

ん

耳
。「
鐶
」
は
金
属
の
輪
。

遊
鐶
と
不
遊
鐶
が
あ
る
。
図
⑩
は
遊
鐶
。

テキスト 679
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立
花
時
勢
粧
の
器
　
④

　
「
立
花
秘
傳
抄 

四
・
花
瓶
の
事
」（
テ

キ
ス
ト
６
１
９
参
照
）
に
は

「
花
瓶
図
を
考
え
る
に
、
唐
に
花
瓶

と
名
付
く
る
物
な
し
。
今
日
本
に
用

い
る
所
、
唐
の
酒
器
な
り
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
て
「
唐

も
ろ
こ
しの

器
」
の
絵

が
添
え
ら
れ
て
い
る（
図
①
）。
そ
こ
で
、

立
花
瓶
の
ル
ー
ツ
と
も
い
え
る
中
国
の

青
銅
器
の
歴
史
を
み
て
み
よ
う
。

　

青
銅
と
は
銅
と
錫す

ず

の
合
金
で
、
中
国

で
は
紀
元
前3100

年
頃
に
石
器
時
代

か
ら
青
銅
器
時
代
に
移
行
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
紀
元
前1600

年
頃
に

殷い
ん

（
商
）
王
朝
が
成
立
し
て
か
ら
は
、

徐
々
に
青
銅
の
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

技
術
が
発
達
し
、

そ
の
後
の
周

し
ゅ
う

、
春
秋
時
代
ま
で
（
紀
元

前400

年
頃
）
が
青
銅
器
時
代
に
相
当

す
る
。

　

殷い
ん

や
周

し
ゅ
う

の
時
代
、
青
銅
は
貴
重
な

金
属
で
、
王
や
貴
族
が
権
力
の
象
徴

と
し
て
主
に
祭さ

い

祀し

の
器
物
を
青
銅
で

作
っ
た
。
宗そ

う

廟び
ょ
うに

酒
を
供
え
る
た
め
の

「
尊そ

ん

」
も
青
銅
で
多
く
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
表
面
に
邪
気
を
払
い
神
霊
と

の
交
信
の
場
に
相
応
し
い
畏
怖
を
抱
か

せ
る
獣
面
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
の
も

特
徴
的
で
あ
る
。

　

時
代
は
下
っ
て
日
本
の
江
戸
時
代
前

期
に
出
版
さ
れ
た
百
科
事
典
「
訓き

ん

蒙も
う

図ず

彙い

」
に
も
「
尊そ

ん

」
や
「
觚こ

」
な
ど
中
国

伝
来
の
器
物
が
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
（
図
②
）。
初
期
の
立た

て
花は

な

は
そ

れ
ら
中
国
の
青
銅
器
に
立
て
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
尊そ

ん

や
觚こ

と
い
っ

た
口
の
広
が
っ
た
酒
器
を
選
ん
だ
の
は

何
故
だ
ろ
う
。
今
で
は
水
際
の
美
し
さ

の
た
め
と
理
由
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
広
口
の
器
に
敢
え
て
花
を
立

て
た
最
初
の
思
い
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ

①

訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

中
村
惕
斎
に
よ
っ
て
寛
文
6
年
（1666

年
）
に
著

あ
ら
わ

さ

れ
た
図
入
り
百
科
事
典
（
類
書
）。
全
20
巻
。

天
文
・
地
理
・
居
処
・
人
物
・
身
体
・
衣
服
・
宝
貨
・
器
用
・

畜
獣
・
禽
鳥
・
龍
魚
・
蟲
介
・
米
穀
・
菜
蔬
・
果
蔬
・
樹
竹
・

花
草
を
絵
と
文
で
紹
介
し
て
い
る
。

た
の
か
。
も
し
か
す
る
と
、
中
国
で
古

代
か
ら
神
霊
と
の
交
信
に
使
わ
れ
た
祭

祀
用
の
酒
器
を
使
う
こ
と
に
意
味
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

立り
っ

花か

よ
り
も
以
前
。
立た

て
花は

な

が
生
ま

れ
た
と
き
、
な
ぜ
広
口
の
器
だ
っ
た
の

か
、
な
ぜ
藁わ

ら

の
束
に
立
て
た
の
か
。
立

花
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た

い
。

②

図
②
：
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
転
載

テキスト 681
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『
慕ぼ

き
え
こ
と
ば

帰
絵
詞
』

　

室
町
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
『
慕ぼ

帰き

絵え

詞こ
と
ば』（

１
３
５
１
年
）
に
は
、
当
時
の
僧
侶

の
暮
ら
し
ぶ
り
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
慕
帰
絵
詞
』
は
浄
土
真
宗
の
開
祖
親

鸞
の
曾
孫
に
あ
た
る
覚
如
（
１
２
７
１
〜

１
３
５
１
）
の
伝
記
絵
巻
。
西
本
願
寺
に

伝
わ
る
貴
重
な
絵
巻
だ
が
、
大
正
時
代
に

模
写
さ
れ
た
も
の
が
『
慕
帰
繪
々
詞
』
と

し
て
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
誰
で
も
見
る
事
が
で
き
る
の
で
、
絵
の

 『慕帰繪々詞　巻 1』より　　覚如 13 歳、延暦寺の宰相法印宗澄に天台を学ぶ。

『慕帰繪々詞　巻 3』より　　奈良興福寺一乗院にて法相を学び 17 歳で出家・受戒ののち行寛に学ぶ。

細
部
ま
で
つ
ぶ
さ
に
確
認
で
き
る
。

　

絵
巻
の
人
物
一
人
一
人
の
仕
草
や
表
情

の
豊
か
さ
に
思
わ
ず
見
入
っ
て
し
ま
う
。

衣
服
、
食
事
、
住
ま
い
、
遊
び
、
行
事
、

風
俗
が
描
か
れ
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南

北
朝
頃
の
様
子
を
リ
ア
ル
に
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
い
け
ば
な
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、

最
古
の
花
伝
書
と
さ
れ
る
『
花か

王お
う

以
来
の

花
伝
書
』
が
１
４
８
６
年
と
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
よ
り
１
３
０
年
以
上
前
の
描
写
と
し

て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
た
だ
し
慕
帰

絵
詞
巻
１
、
巻
７
は
足
利
義
満
の
時
代
に

紛
失
し
、
１
４
８
２
年
に
作
り
直
さ
れ
て

い
る
の
で
、
制
作
年
代
に
よ
る
描
写
の
違

い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）

　

巻
８
に
は
京
都
大
原
の
勝
林
院
が
描
か

れ
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
の
前
机
に
枝
を

挿
し
た
一
対
の
華け

瓶び
ょ
うが

見
え
る
。（
図
⑧
⑨
）

①

②③

④

⑤

テキスト 682
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国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
慕
帰
繪
々
詞
10
巻
』
鈴
木
空
如
・
松
浦
翠
苑  

模　

よ
り
転
載  

→

 『慕帰繪々詞　巻 5』より　　歌会を催し打聞（歌を書き留める）をして歌集「閑窓集」をつくる（正和 4 年）。

 『慕帰繪々詞　巻 8』より　　貞和 2 年、大原の勝林院五坊を尋ねる。

⑥

⑦

⑧

⑨

　

今
で
も
阿
弥
陀
如
来
に
供
え
る
華
瓶
に

は
香
木
と
し
て
の
樒

し
き
み

の
枝
を
挿
す
が
、
こ

れ
は
そ
の
昔
、
瓶
の
中
の
浄
水
を
清
ら
か

に
保
つ
意
味
で
花
や
香
木
で
器
の
口
に
蓋

を
し
た
の
が
起
源
だ
そ
う
だ
。

　　

巻
5
の
歌
会
で
は
板
の
間
の
奥
に
３
幅

の
軸
が
掛
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
一

対
の
花
瓶
と
香
炉
が
敷
板
に
置
か
れ
て
い

る
。
真
ん
中
の
軸
は
歌か

聖せ
い

柿
本
人
麻
呂
だ

ろ
う
。
広
口
の
花
瓶
に
生
け
ら
れ
て
い
る

の
は
高こ

う

野や

槙ま
き

か
。（
図
⑥
⑦
）

　

巻
１
と
巻
３
に
は
盆
石
や
箱
庭
が
描
か

れ
て
い
る
（
図
①
③
④
⑤
）。

　

台
の
上
に
自
然
の
景
色
を
再
現
す
る
飾

り
物
は
平
安
時
代
に
「
州す

浜は
ま

」
と
呼
ば
れ

貴
族
の
間
で
流
行
し
た
。
盆
石
、
盆
景
、

盆
栽
の
起
源
は
中
国
だ
が
、
石
や
植
物
で

神
聖
な
空
間
を
作
ろ
う
と
す
る
行
為
は
、

そ
の
後
の
い
け
ば
な
誕
生
に
繋
が
っ
て
い

る
と
思
う
。

　

図
②
の
床
の
間
に
は
塗
の
台
の
上
に
青

磁
の
鉢
に
紅
白
の
花
と
細
い
葉
が
見
え
る
。

は
た
し
て
い
け
ら
れ
た
も
の
か
鉢
植
か
。

こ
の
巻
１
は
紛
失
し
た
の
ち
１
４
８
２
年

に
描
き
直
さ
れ
て
い
る
。
書
き
直
さ
れ
た

頃
に
は
こ
の
よ
う
な
床
と
床
飾
り
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。（
つ
づ
く
）
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国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
慕
帰
繪
々
詞
10
巻
』
鈴
木
空
如
・
松
浦
翠
苑  

模　

よ
り
転
載  

→

 『慕帰繪々詞　巻８』より　　貞和４年（1348 年）春、桜を花瓶にたて置き、善如と覚如が互いに歌を贈り合う。

 『慕帰繪々詞　巻９』より　　善照尼の墓参で西山久遠寺へ。

『
慕ぼ

き
え
こ
と
ば

帰
絵
詞
』
つ
づ
き　
　
　

仙
溪

　
『
慕
帰
絵
詞
』（
１
３
５
１
年
）
に
は
鎌

倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
初
期
（
南
北

朝
頃
）
の
様
子
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い

る
の
で
、
そ
の
当
時
、
花
を
い
け
る
こ
と

が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
を
窺
い

知
る
手
が
か
り
に
な
る
。

　

巻
８
で
は
、
青
磁
の
大
き
な
花
瓶
に
姿

美
し
く
一
本
の
立
派
な
桜
が
い
け
ら
れ
て

い
る
（
①
②
）。
覚
如
の
孫
（
の
ち
の
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
第
４
世
宗
主  

善
如
）
が
、

自
分
の
数
え
年
16
歳
と
な
る
日
、
外
の
強

い
風
で
散
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
桜
を
少
し

で
も
長
く
見
て
い
た
い
と
手
折
っ
て
部
屋

に
い
け
た
も
の
だ
。
そ
の
美
し
さ
に
見
入

る
祖
父
の
覚
如
。
歌
の
中
で
「
立
て
置
く

花
」と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

卓し
ょ
くの

後
ろ
は
板
戸
で
、
軸
を
外
し
て
花
を

真
ん
中
に
置
い
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

続
い
て
巻
９
か
ら
は
二
つ
の
場
面
を
紹

介
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
貞
和
６
年
正
月

21
日
、
13
歳
の
若
さ
で
病
没
し
た
光
長
（
覚

如
の
孫
、
善
如
の
弟
）
の
初
七
日
法ほ

う

会え

の

場
面
。
縁え

ん

先さ
き

に
青
竹
を
立
て
た
台
に
置
か

れ
た
盆
栽
が
３
つ
並
ん
で
い
る
。
正
月
の

設
え
か
、も
し
く
は
法
会
の
演
出
か
（
③
⑤
）

　

ま
た
、
同
年
２
月
の
桜
の
季
節
、
後
室

善ぜ
ん

照
し
ょ
う

尼に

の
墓
所
に
詣も

う

で
る
覚
如
。
経

き
ょ
う

木ぎ

の
裏
に
恋
慕
の
情
を
歌
に
詠
む
場
面
で

は
、
手
折
っ
た
桜
を
手
に
持
つ
若
い
僧
の

姿
が
（
④
⑥
）。
お
墓
に
供
え
る
花
か
、
は

た
ま
た
覚
如
を
慰
め
る
心
遣
い
の
一
枝
か
。

手
に
持
つ
枝
を
こ
の
後
ど
う
す
る
の
か
。

６
７
０
年
前
の
こ
の
瞬
間
に
思
い
を
馳
せ

る
の
も
一
興
で
あ
る
。

 『慕帰繪々詞　巻９』より　　貞和６年１月、光長初七日の法会。

①

②

③④

⑤⑥

。

テキスト 683
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国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
春
日
権
現
験
記
20
軸
』
板
橋
貫
雄  

模
写　

よ
り
転
載  

→

⑦

⑧

⑨

⑩

『
春か

す

日が

権ご
ん

現げ
ん

験げ
ん

記き

絵え

』　

仙
溪

　

鎌
倉
時
代
後
期
の
『
春
日
権
現
験
記
絵
』

（
１
３
０
９
年
）
も
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
模
写
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
左
大
臣
・

西さ
い

園お
ん

寺じ

公き
ん

衡ひ
ら

が
藤
原
氏
一
門
の
繁
栄
を
祈

願
す
る
た
め
に
春か

す

日が

明
み
ょ
う

神じ
ん

か
ら
受
け
た
加

護
と
霊
験
を
綴
っ
た
絵
巻
物
で
、
当
時
の

習
俗
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

８
世
紀
か
ら
の
春
日
明
神
に
纏ま

つ

わ
る

様
々
な
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、

中
で
も
奈
良
興
福
寺
で
行
わ
れ
た
維ゆ

い

摩ま

会え

の
描
写
（
⑦
⑧
）
が
興
味
深
い
（
１
１
５
９

年
？
）。
講
堂
の
三
尊
仏
の
前
卓
に
は
華け

び
ょ
う瓶

に
立
て
た
花
が
供
え
ら
れ
、
ま
た
老
僧
と

菩
薩
が
向
き
合
う
そ
の
前
に
も
同
じ
華
瓶

が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
菩
薩
像

は
手
に
花
を
持
っ
て
ま
さ
に
今
花
を
挿
そ

う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
で
は

な
い
か
。（
巻
11
）

　

巻
15
に
は
、
部
屋
の
隅
に
紅
葉
し
た
楓

の
枝
が
挿
さ
れ
た
青
磁
の
花か

瓶び
ん

が
見
え
る
。

時
は
元げ

ん

仁に
ん

元
年
（
１
２
２
４
年
）
11
月
、

夢
の
中
に
鹿
が
現
れ
て
病
が
癒い

え
、
大
切

な
仏
事
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
僧
の
話

だ
。
鹿
は
春
日
明
神
の
使
い
で
あ
り
象
徴

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
目
を
引
く
の

は
花
瓶
に
挿
し
た
楓
だ
。

　

遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
描
か
れ
た
絵
巻
の
描
写
は
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
を
正
確
に
描
い
て
い
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
後
期

に
ど
の
よ
う
に
花
瓶
に
花
が
挿
さ
れ
て
い

た
か
を
考
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

 『春日権現験記　巻 11』より　　

 『春日権現験記　巻 15』より　　



10

絵
巻
に
見
る
挿
花 　
　

仙
溪

　
『
慕ぼ

帰き

絵え

詞こ
と
ば』

と
『
春か

す

日が

権ご
ん

現げ
ん

験げ
ん

記き

絵え

』
で
、
鎌
倉
末
か
ら
室
町
初

期
の
お
も
に
仏
門
で
の
挿そ

う

花か

の
様

子
を
見
て
き
た
が
、
も
う
少
し
時

代
を
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
み
よ
う
。

 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

老若の僧たちに金
こん

剛
ごう

三
ざん

昧
まい

経
きょう

について講義する元
がん

暁
ぎょう

（617 〜
686）。後方の壇には青いガラスの瓶に花が挿してあり隣
に香炉が置かれている。仏の崇高な教えに浸り、真理を深
く悟るための道案内として、香を焚き花瓶に花を挿してい
るように感じられる。

 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

新
しら

羅
ぎ

の学僧、義
ぎ

湘
しょう

（625 〜 702）は船で唐
とう

へ渡り、長安をめざす。ここには義湘が途中で立ち寄っ
た長者の屋敷の様子が描かれている。深く仏教に帰

き

依
え

しているのだろう、机には経典が置か
れている。侍

じ

女
じょ

が花を挿した花瓶を持っているが、花瓶の口の形が花の形をしているところは、
図③の花瓶と同じである。この絵の右には、長者の娘・善

ぜん

妙
みょう

が、義湘に恋慕の思いを告げる
ところが描かれている。
絵巻では、恋心を深い信仰心に昇華させた善妙が、自ら海に身を投げて龍となり、新羅へ戻
る義湘の船を守るというドラマチックな場面がつづく。

①

②

テキスト 684
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 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

唐で学び、新羅に戻った義
ぎ

湘
しょう

が、浮石山寺にとどまって華
け

厳
ごん

の教えを広めるため講
こう

説
せつ

して
いる場面。ハスの花と葉が幾本も挿された花瓶は白磁だろうか。他にも供えるための切り
花を手に持つ女性が二人。一方は籠のようで、一方はガラスの鉢に見える。華厳経は４世
紀頃インドでまとめられ、その後中国の杜順（557 〜 641）が華厳宗を開いた。日本では
義湘たちの後に唐で学んだ新羅の僧、審祥（生没不明）が 736 年に招かれて華厳経の講義
をし、感動した聖武天皇は東大寺に大仏を造ることになる。今も東大寺は華厳宗を伝えて
いる。そもそも華厳という名前には「花で荘厳された教え」という意味が込められている。

『
華け
ご
ん
し
ゅ
う
そ
し
え
で
ん

厳
宗
祖
師
絵
伝
』

　

鎌
倉
初
期
の
建
永
元
年
（
１
２
０
６
）
に
京
都
栂と

が

尾の
お

の
地
に
高こ

う

山ざ
ん

寺じ

を
建
て
た
明

み
ょ
う

恵え

上
し
ょ
う

人に
ん

高こ
う

弁べ
ん

（
１
１
７
３

〜
１
２
３
２
）
が
華け

厳ご
ん

宗し
ゅ
うを

広
め
た
い
一
心
で
描
い
た

と
さ
れ
る
。
朝
鮮
半
島
、
新し

羅ら
ぎ

国
の
華
厳
宗
の
祖そ

師し

で

あ
る
義ぎ

湘し
ょ
うと

元が
ん

暁ぎ
ょ
うの

物
語
絵
巻
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
も
異
国
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
寺
院
に
お
け

る
挿
花
の
様
子
が
窺

う
か
が

え
る
。

　

図
①
に
は
青
い
ガ
ラ
ス
瓶
に
花
が
挿
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
横
に
香
炉
も
見
え
る
。
場
所
は
新
羅
。

　

図
②
の
場
面
は
中
国
（
唐
）
の
と
あ
る
港
町
に
あ
る

長
者
の
屋
敷
。
女
主
人
の
前
に
侍
女
が
花
を
挿
し
た
花

瓶
を
指
し
出
す
。
机
に
は
盆
石
と
香
炉
も
置
か
れ
て
い

る
。

　

図
③
は
立
派
な
お
堂
で
の
講
説
に
人
々
が
集
ま
る
場

面
。
お
堂
の
正
面
に
蓮
の
花
と
葉
が
挿
さ
れ
た
一
対
の

花
瓶
と
香
炉
が
置
か
れ
、
女
人
が
供
花
を
捧さ

さ

げ
持
っ
て

い
る
。
場
所
は
新
羅
の
浮
石
山
寺
。

　

明
恵
上
人
自
身
は
唐
へ
の
留
学
を
果
た
せ
な
か
っ
た

た
め
、
上
人
が
実
際
に
見
て
き
た
わ
け
で
は
無
い
が
、

こ
れ
だ
け
の
描
写
の
元
と
な
る
知
識
は
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
と
推
察
す
る
。
少
な
く
と
も
明
恵
上
人
の
時
代
の

彼か

の
地
の
描
写
と
思
っ
て
見
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

古
代
の
中
国
や
朝
鮮
に
お
い
て
、
挿
花
が
ど
の
様
で

③
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 出典：https://benrido.co.jp/wp-content/uploads/2014/07/nenbutu.gif

バショウの葉を光背に、釈迦如来のポーズでハスの葉にカ
エルが座る。前机の花瓶に３本のハスの花が立てられてい
る。ガラス瓶だろうか。茎が透けているようにも見える。
一つ気になるのは、前後の場面を見ても香炉が描かれてい
ないこと。蓮の花の香りが代わりになるという心だろう
か。又はこのような形式もあったのか。ひょっとして型に
こだわり心を忘れることへの諷刺か。識者の解説をお願い
したい。

あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
い
け
ば
な
が
生
ま
れ
る
背

景
を
想
像
す
る
上
で
の
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
室

町
時
代
の
「
立
て
花
」
誕
生
の
瞬
間
に
思
い
を
馳
せ
る

に
は
、
祈
り
の
場
に
お
け
る
花
に
つ
い
て
、
そ
の
ル
ー

ツ
を
知
っ
て
お
き
た
い
。

『
鳥ち
ょ
う
じ
ゅ
う
じ
ん
ぶ
つ
ぎ
が

獣
人
物
戯
画
』

　

さ
て
、
明
恵
上
人
が
建
て
た
高
山
寺
に
は
『
鳥
獣
人

物
戯
画
』
も
流る

転て
ん

の
末
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
蛙

か
え
る

や
兎

う
さ
ぎ

が

滑こ
っ

稽け
い

に
描
か
れ
た
絵
巻
だ
が
、
こ
こ
に
も
挿
花
の
描
写

が
見
え
る
（
図
④
）。

　
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
は
鳥と

羽ば

僧そ
う

正
じ
ょ
う

覚か
く

猷ゆ
う

（
１
０
５
３

〜
１
１
４
０
）
ほ
か
数
名
に
よ
っ
て
平
安
時
代
末
期
か

ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

平
安
末
期
に
は
、
仏
の
前
に
蓮
の
花
を
挿
し
た
花
瓶

を
供
え
る
こ
と
が
仏
事
の
決
ま
り
事
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
で
き
る
。

　

６
世
紀
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
後
、
多
く
の
僧
が
仏

ほ
と
け

の
教
え
を
学
び
に
大
陸
を
訪
れ
、
様
々
な
文
化
を
持
ち

帰
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
少
し
ず
つ
根
付
き
、
又
す
こ

し
ず
つ
変
化
も
し
た
だ
ろ
う
が
、
元
々
の
大
陸
で
の
挿

花
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
も
う
少
し
探
っ
て
み

た
い
。

出典：『日本の絵巻６鳥獣人物戯画』中央公論社

カエルがハスの蕾をうやうやしく捧げ持つ。猿僧正への供
物だろうか。ハスの茎には念珠が掛けられている。
仏教においてハスの花は特別な存在なのだ。

④

⑤
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仏
教
遺
跡
に
見
る
花
と
瓶　
　
　

 　
　

仙
溪

　

イ
ン
ド
→
中
国
→
日
本
と
い
う
仏
教
伝
来
の
流
れ
の

中
で
、
花
と
器
に
つ
い
て
探
っ
て
み
よ
う
。

　

イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
石せ

っ

窟く
つ

寺
院
に
は
６
世
紀
頃
の

極
彩
色
壁
画
が
残
る
。
日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
仏
教

絵
画
で
あ
る
法
隆
寺
金
堂
壁
画
（
奈
良
県
斑い

か

鳩る
が

町
・
７

世
紀
末
）
は
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
の
壁
画
を
模も

し
た
も
の
と

イ
ン
ド
、ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
寺
院
は
虎
狩
り
に
来
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
１
８
１
９
年
に
発
見
さ
れ
た
。
紀
元
前
１
世
紀
〜
紀
元
後
２
世
紀
と
、５
世
紀
後
半
〜
６
世
紀
に
開
窟
さ
れ
た
僧
堂
と
祠
堂（
仏

塔
を
ま
つ
る
）
か
ら
な
る
仏
教
窟
。
図
①
②
は
第
１
窟
（
６
世
紀
頃
）
の
蓮
華
手
菩
薩
（
図
①
）
と
金
剛
手
菩
薩
（
図
②
）。
図
③
は
第
11
窟
の
蓮
華
手
菩
薩
。

出典：http://kuradashieigakan.com/con34ajanta/ajanta3.htm

出典：http://double-dolphin.blogspot.com/2015/12/photography-inside-ajanta-caves-
tips-and-tricks.html

出典：https://www.ana.co.jp/travelandlife/feature/original/vol122/ の
説
が
あ
る
。（
様
式
的
に
は
中
国
敦と

ん

煌こ
う

の
莫ば

っ

高こ
う

窟く
つ

な
ど

に
み
ら
れ
る
初し

ょ

唐と
う

絵
画
の
影
響
を
受
け
て
い
る
）

　

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
に
お
け
る
祈
り
の
場
で
は
、
花
は

器
に
挿
す
の
で
は
な
く
、
香
り
の
良
い
花
を
摘
ん
で
糸

で
綴
っ
た
り
、
器
に
盛
っ
た
り
散
ら
し
た
り
し
て
供
え

ら
れ
る
。
良
い
香
り
に
は
悪
を
遠
ざ
け
る
力
が
あ
る
。

図
②
で
も
菩
薩
の
左
後
ろ
で
蓮は

す

（
も
し
く
は
睡す

い

蓮れ
ん

）
の

花
を
盛
っ
た
盆
を
持
つ
人
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

泥
の
中
か
ら
伸
び
て
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
蓮
や
睡

蓮
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
悟さ

と

り
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

図
①
の
菩
薩
も
、
悟
り
を
得
た
者
の
証

あ
か
し

と
し
て
蓮
（
も

し
く
は
睡
蓮
）
の
花
を
手
に
持
っ
て
い
る
。

　

図
③
の
菩
薩
は
２
種
類
の
花
を
持
っ
て
い
る
。
詳
し

く
は
不
明
だ
が
、
大
き
い
方
は
白
花
の
熱
帯
睡
蓮
か
。

小
さ
い
方
は
丸
い
白
色
５
弁
花
で
、
同
じ
く
熱
帯
の
水

生
植
物
で
は
な
い
か
と
思
う
。
様
々
な
花
に
、
悟
り
の

開
花
を
託
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

①

②

③

テキスト 685
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中
国
山
西
省
大
同
市
の
西
方
に
あ
る
雲
崗
石
窟
は
５
世
紀
後
半
の
石
窟
寺
院
。
第
18
窟

の
弟
子
像
は
左
手
に
水
瓶
、
右
手
に
花
を
持
つ
（
図
④
）。

　

イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
は
各
地
に
広
ま
っ
て
行
く
。

　

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
で
は
釈し

ゃ

迦か

の
入

に
ゅ
う

滅め
つ

後
、
長
い
間
仏

像
は
造
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
紀
元
後
１
０
０
年
前
後
に
、

北
イ
ン
ド
の
マ
ト
ゥ
ラ
ー
と
イ
ン
ド
北
西
の
王
国
ガ
ン

ダ
ー
ラ
で
、
最
初
の
仏
像
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
美
術
の
影
響
を
受
け
て
い
た
中

央
ア
ジ
ア
の
民
が
、
す
で
に
仏
教
の
栄
え
て
い
た
こ
の

地
域
を
治
め
た
こ
と
で
、
仏
教
の
内
容
が
仏
像
と
し
て

造
形
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

　　

図
④
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
出
土
し
た
２
〜
３
世
紀
の

菩ぼ

薩さ
つ

像
で
手
に
水す

い

瓶び
ょ
うを

持
っ
て
い
る
。
菩
薩
と
は
更
な

出典：http://arts.fgs.org.tw/fgs_arts/tw/pic_image_show.php?arg=
FxFCWeoCwwZ5LqpsJgnd9EtatR38Zg

出典：http://avantdoublier.blogspot.com/search/label/ 仏教
美術 ?updated-max=2014-09-26T05:02:00%2B09:00&max-
results=20&start=15&by-date=false

弥
勒
菩
薩
坐
像　

２
〜
３
世
紀　

ガ
ン
ダ
ー
ラ
出
土　

松
岡
美
術
館
蔵
（
仏
教
の
来
た

道
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
探
検
の
旅
展
図
録
よ
り
）

る
悟
り
を
得
る
た
め
に
修
行
し
て
い
る
人
を
さ
す
の
だ

が
、
こ
の
像
は
未
来
で
仏
に
な
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
た

弥み

勒ろ
く

菩
薩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
弥
勒
に
は
慈

い
つ
く

し
み
と

い
う
意
味
が
あ
る
そ
う
だ
。
優
し
い
お
顔
で
あ
る
。

　

さ
て
、
水
瓶
は
修
行
者
の
大
切
な
持
ち
物
で
あ
り
、

中
の
浄

じ
ょ
う

水す
い

や
香こ

う

水ず
い

を
清
ら
か
に
保
つ
た
め
に
、
花
や
木

で
瓶
の
口
に
栓せ

ん

を
し
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

釈
迦
の
弟
子
が
水す

い

瓶び
ょ
うと

花
を
持
つ
姿
で
彫
ら
れ
た
像

も
、
中
国
の
雲
崗
石
窟
に
残
っ
て
い
る
（
５
世
紀
後
半

図
⑤
）。

　

良
い
香
り
の
す
る
水
と
良
い
香
り
の
す
る
花
を
持
っ

て
、
釈
迦
の
教
え
を
広
め
歩
く
弟
子
達
の
姿
が
目
に
浮

か
ぶ
。
水
も
花
も
修
業
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

ま
た
釈
迦
の
教
え
に
よ
っ
て
人
々
の
苦
し
み
を
和
ら
げ

る
た
め
の
大
切
な
役
割
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

こ
の
水
瓶
も
し
く
は
花
を
持
つ
姿
は
、
多
く
の
菩
薩

像
に
見
ら
れ
る
が
、
中
に
は
手
に
持
っ
た
水
瓶
に
花
が

挿
さ
れ
た
像
も
現
れ
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
花
だ
け
を
摘
ん
で
供
え
て
い
た
も
の
が
、

い
つ
し
か
花
瓶
に
花
を
挿
し
て
供
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
に
は
、
気
候
と
植
生
の
違
い
も
関
係
し
た
と
考
え
ら

④

⑤
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れ
る
。
今
も
イ
ン
ド
の
女
性
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
髪
飾
り

を
好
ん
で
身
に
つ
け
て
い
る
が
、
花
は
摘つ

む
も
の
で
、

花
も
そ
れ
に
応
え
る
強
さ
を
持
っ
て
い
る
。
中
国
や
日

本
の
花
と
は
性
質
が
異
な
る
。

　

仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
敦と

ん

煌こ
う

へ
と

伝
わ
り
、
中
国
に
広
ま
る
こ
と
に
な
る
。
敦
煌
は
中
国

の
西
の
玄
関
口
。
東
西
交
易
の
要よ

う

衝し
ょ
うと

し
て
栄
え
た
砂

漠
の
オ
ア
シ
ス
だ
。

　

図
⑥
は
敦
煌
・
莫ば

っ

高こ
う

窟く
つ

の
壁
画
で
あ
る
。
左
手
に
水

瓶
を
持
つ
観
音
菩
薩
で
、
煌

き
ら
び

び
や
か
な
天て

ん

蓋が
い

や
瓔よ

う

珞ら
く

が

目
を
引
く
。

　

消
え
て
分
か
ら
な
い
が
、
右
手
に
は
蓮れ

ん

華げ

を
持
っ
て

い
る
と
想
像
し
た
い
。
や
が
て
悟
り
を
求
め
る
心
の
象

徴
と
し
て
、
慈
愛
に
満
ち
た
導
き
の
顕

あ
ら
わ

れ
と
し
て
、
水す

い

瓶び
ょ
うに

蓮
華
が
立
て
ら
れ
て
、
日
本
の
供く

花げ

と
な
り
、
い

け
ば
な
へ
と
繋
が
っ
て
行
く
。
そ
ん
な
こ
と
を
空
想
し

て
い
る
。

出典：http://avantdoublier.blogspot.com/search/label/ 敦煌 ?updated-max=2012-12-
18T05:02:00%2B09:00&max-results=20&start=30&by-date=false

敦
煌
莫
高
窟 

第
４
５
窟 

南
壁
中
央
壁
画
。
盛
唐
・
開
元
年
間
（
７
１
３
〜
７
４
１
年
）。
水
瓶
を
持
つ
観
音
菩
薩
。
右
手

に
も
何
か
持
っ
て
い
た
の
か
は
消
え
て
い
て
分
か
ら
な
い
が
、
蓮
華
が
持
た
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑥
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仏
教
遺
跡
に
見
る
花
と
瓶　

②　
　

 　
　

仙
溪

　

中
国
地
域
へ
の
最
初
の
仏
教
伝
来
は
１
世
紀
頃
だ
が
、

本
格
的
に
広
ま
る
の
は
４
世
紀
以
降
で
、
５
世
紀
の
南

北
朝
の
時
代
に
は
南
北
と
も
に
多
く
の
仏
教
寺
院
を
建

て
、
龍

り
ゅ
う

門も
ん

や
雲う

ん

崗こ
う

な
ど
の
石せ

っ

窟く
つ

寺じ

院い
ん

も
つ
く
ら
れ
た
。

　

６
世
紀
に
入
る
と
内
乱
に
よ
る
廃
仏
廃
寺
の
苦
難
の

時
を
経
た
後
、
中
国
統
一
を
果
た
し
た
隋ず

い

の
文
帝
は
新

た
に
仏
教
で
国
を
治
め
る
べ
く
中
国
全
土
に
舎し

ゃ

利り

塔と
う

を

中
国
、
洛
陽
の
南
方
に
あ
る
龍
門
石
窟
は
南
北
朝
時
代
の
５
世
紀
末
か
ら
４
０
０
年
に
わ

た
っ
て
造
営
さ
れ
、
約
10
万
体
の
仏
像
が
あ
る
。
北
魏
の
孝
明
帝
の
時
代
に
造
ら
れ
た
皇こ

う

甫ほ

公こ
う

窟く
つ

（
５
２
７
年
完
成
）
に
は
、
花
瓶
（
？
）
に
蓮
の
花
と
葉
が
立
て
ら
れ
た
浮
彫
が
。

器
の
下
に
も
茎
の
足
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
。
空
中
を
漂
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

 

出典：http://art.ifeng.com/2017/0731/3363934.shtml

出典：http://art.ifeng.com/2017/0731/3363934.shtml

出典：https://kknews.cc/zh-cn/travel/rr9394n.html

建
て
た
。
ま
た
こ
の
時
代
に
多
く
の
宗
派
も
誕
生
す
る
。

　

そ
し
て
７
世
紀
、
唐
の
時
代
。
仏
教
が
国
に
よ
る
制

限
を
受
け
る
中
、
国
禁
を
破
っ
て
玄げ

ん

奘
じ
ょ
う

三さ
ん

蔵ぞ
う

が
イ
ン
ド

（
天て

ん

竺じ
く

）
へ
旅
に
出
て
多
く
の
仏
典
を
請

し
ょ
う

来ら
い

し
た
こ
と
が

そ
の
後
の
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
基
盤
と
な
っ
た
。

　

日
本
に
は
５
３
８
年
（
５
５
２
年
説
も
あ
る
）
に
百く

済だ
ら

の
聖せ

い

明め
い

王
か
ら
欽き

ん

明め
い

天
皇
に
仏
像
な
ど
が
贈
ら
れ
た

の
が
最
初
の
仏
教
伝
来
と
さ
れ
て
い
る
。

皇こ
う

甫ほ

公こ
う

窟く
つ

は
北
朝
・
北ほ

く

魏ぎ

の
孝こ

う

明め
い

帝て
い

（
在
位
５
１
５
〜
５
２
８
）
と
そ
の
皇
后
の
つ
く
っ
た
一
対
洞
窟
。

壁
面
に
は
多
数
の
仏ぶ

つ

龕が
ん

を
う
が
ち
、
三
尊
仏
、
小
仏
、
飛
天
、
眷け

ん

族ぞ
く

（
皇
帝
の
一
族
）
な
ど
が
彫
ら
れ
て
、

全
体
で
一
つ
の
物
語
を
見
て
い
る
よ
う
だ
（
図
②
）。
図
③
は
蓮
の
花
を
持
っ
て
進
む
皇
族
た
ち
か
。

①

②

③

テキスト 686
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出典：https://www.wikiwand.com/ja/ 東大寺盧舎那仏像

出典：http://avantdoublier.blogspot.
com/2014/09/blog-post_26.html

　

そ
の
２
０
０
年
後
、
華け

厳ご
ん

経き
ょ
う（

仏
教
経
典
の
一
つ
）

に
感
銘
を
受
け
た
聖
武
天
皇
が
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
供

養
を
果
た
す
。

　

そ
も
そ
も
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

の
悟
り
は
一
つ
で
も
、
教
え
を
請こ

う

相
手
に
合
わ
せ
て
様
々
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
、
弟
子

達
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
口こ

う

承し
ょ
うさ

れ
、
の
ち
に
多
く
の
経

き
ょ
う

典て
ん

と
な
っ
た
。
そ
し
て
各
地
に
伝
わ
る
過
程
に
お
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
的
な
背
景
に
よ
っ
て
、
微
妙
に

受
け
止
め
方
や
表
現
の
仕
方
は
変
化
す
る
。

　

中
国
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
、
日
本
に
お
い
て
も
、
仏

教
伝
来
は
在
野
の
信
仰
、
思
想
、
慣
習
と
の
せ
め
ぎ
合

い
と
融
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
う
ち
に
、
あ
る
画
像
に
目
が
釘く

ぎ

付づ

け
と
な
っ
た
。
な
ん
と
花
瓶
に
蓮は

す

が
生
け
ら
れ
た
レ

リ
ー
フ
が
６
世
紀
初
頭
の
中
国
石
窟
に
！
（
図
①
）。

　

色
々
調
べ
る
と
、
す
で
に
古
代
イ
ン
ド
で
、
命
の
源
泉

で
あ
る
水
が
貯
え
ら
れ
た
壺
か
ら
蓮
が
生
え
出
る
「
満ま

ん

瓶び
ょ
う」

と
呼
ば
れ
る
装
飾
文
が
あ
り
、
宇
宙
の
生
成
、
豊

穣
多
産
を
現
す
そ
う
だ
。

　

図
①
の
器
は
「
尊そ

ん

」
に
似
て
い
る
。
尊
は
古
代
中
国

で
歴
代
の
王
が
祖
先
の
廟

び
ょ
う

に
酒
を
供
え
た
祭
器
で
あ
る

こ
と
を
思
え
ば
、
蓮
の
咲
く
天
界
に
先
祖
と
共
に
再
生

し
、
一
族
の
繁
栄
を
願
う
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
。

　

こ
の
蓮
を
挿
し
た
（
よ
う
に
見
え
る
）
図
像
は
、
法

隆
寺
金こ

ん

堂ど
う

天
井
等
の
装
飾
や
（
図
⑤
）、
東
大
寺
大
仏
開

眼
供
養
の
花け

瓶び
ょ
う（

図
⑥
⑦
）
な
ど
に
繋
が
っ
て
い
る
よ

う
で
、
や
が
て
日
本
の
い
け
ば
な
へ
と
結
び
つ
く
痕
跡

の
一
つ
を
発
見
し
た
思
い
で
い
る
。

出典：http://art.ifeng.
com/2017/0731/3363934.shtml

奈
良
の
華
厳
宗
大
本
山
東
大
寺
に
伝
わ
る
「
東
大
寺
大
仏
縁
起
絵
巻
」（
１
５
３
６
年
）
は
３
巻
か
ら
な
り
、

東
大
寺
の
創
建
、
大
仏
の
鋳
造
、
開
眼
供
養
や
鎌
倉
時
代
の
再
建
の
様
子
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

開か
い

眼げ
ん

供
養
の
場
面
に
は
蓮
の
花
と
葉
（
の
造
花
）
が
挿
さ
れ
た
一
対
の
金
銅
の
花け

瓶び
ょ
うを

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
５
２
年
４
月
９
日
の
様
子
だ
が
、
太
陽
暦
で
い
う
と
５
月
26
日
で
、
ハ
ス
の
開
花
に
は
一
月
早
い
。

出典：https://www.wikiwand.com/ja/ 東大寺盧舎那仏像

い
ろ
い
ろ
な
開
花
の
状
態
が
彫
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。

中
央
の
蓮
の
花
に
は
火か

焔え
ん

宝ほ
う

珠じ
ゅ

の
よ
う
な
中
に
小
さ
な

仏ほ
と
けが

乗
っ
て
い
る
。

法
隆
寺
金
堂
西
の
間
天
蓋
内
部
の
火
炎
宝
珠
を
戴
く
蓮
唐
草
文
。

国
宝
法
隆
寺
金
堂
展
図
録
よ
り
。

④

⑤

⑥

⑦
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古
代
イ
ン
ド
の
蓮は
す

の
イ
メ
ー
ジ　
　
　
　

仙
溪

　

ハ
ス
（
蓮
）
は
「
泥
よ
り
出
で
て
泥
に
染
ま
ら
ず
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ス
は
清
浄
と
不
浄
が
混
在
す

る
中
に
お
け
る
悟さ

と

り
の
象
徴
と
い
う
清
ら
か
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
仏
教
が
伝
わ
っ
て
ゆ
く
過
程

で
、
ハ
ス
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
探
っ

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
イ
ン
ド
の
古
代
遺
跡
に
ハ
ス
が
登
場
す
る
。

釈し
ゃ

迦か

の
死
を
「
涅ね

槃は
ん

」
と
い
う
が
、
涅
槃
と
は
あ
ら
ゆ

る
煩ぼ

ん

悩の
う

が
消
滅
し
、
苦
し
み
を
離
れ
た
安
ら
ぎ
の
境
地
、

悟
り
の
世
界
の
こ
と
を
さ
す
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
涅

槃
の
象
徴
と
し
て
、
釈
迦
の
遺
骨
（
舎し

ゃ

利り

）
を
祀ま

つ

る
ス

ト
ゥ
ー
パ
（
舎し

ゃ

利り

塔と
う

）
を
建
て
、信
仰
の
拠よ

り
所
と
し
た
。

　

ス
ト
ゥ
ー
パ
は
丸
い
鉢
を
伏
せ
た
形
を
し
て
い
て
、

そ
こ
に
納
め
ら
れ
た
舎
利
は
「
種
子
」、
そ
れ
を
覆お

お

う
覆ふ

く

鉢ば
ち

は
「
子
宮
」
や
「
卵
」
と
同
一
視
さ
れ
、
万
物
が
生

ず
る
宇
宙
の
始
原
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
。

　

ス
ト
ゥ
ー
パ
の
周
囲
は
石
の
門
や
玉た

ま

垣が
き

で
囲
わ
れ
、
そ

れ
ら
に
釈
迦
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
力
強
い
生
命
力
を
表
現
し
た
様
々
な
装
飾
も
彫
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、
煩
悩
の
無
い
生
命
の
輝
き
そ
の
も
の

と
し
て
、
ハ
ス
の
模
様
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

ハ
ス
は
水
か
ら
生
ま
れ
次
々
に
花
を
咲
か
せ
、
そ
の

地
下
茎
は
水
面
下
で
網
の
よ
う
に
伸
び
広
が
る
。
根
茎

を
二
股
に
枝
分
か
れ
さ
せ
な
が
ら
節
々
か
ら
葉
や
花
を

生
じ
る
ハ
ス
の
生
命
力
に
、
古
代
イ
ン
ド
人
は
魅
了
さ

れ
た
。

　

図
①
の
浮
彫
は
蕾
、
開
花
、
実
、
葉
が
生
き
生
き
と

表
現
さ
れ
て
、
ま
る
で
蓮は

す

一い
っ

色し
き

の
い
け
ば
な
の
よ
う
だ
。

し
か
し
こ
の
丸
い
壺
は
生
命
が
生
ま
れ
る
根
源
と
し
て

の
「
水
」
の
表
現
で
あ
っ
て
花
器
で
は
な
い
。
壺
に
満

た
さ
れ
た
水
か
ら
ハ
ス
が
生
え
出
る
様
子
を
表
し
て
い

る
。
古
代
イ
ン
ド
で
大
層
好
ま
れ
た
誕
生
と
生
成
の
模

様
で
「
満ま

ん

瓶び
ょ
う（

プ
ー
ル
ナ
・
ガ
タ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ハ
ス
の
茎
を
波
状
に
表
し
て
、
節
々
か
ら
枝

分
か
れ
し
な
が
ら
花
、
葉
、
水
鳥
な
ど
で
埋
め
尽
く
す

「
蓮れ

ん

華げ

蔓つ
る

草く
さ

」
は
、
生
成
と
増
殖
を
象
徴
す
る
重
要
な
装

飾
文
で
あ
る
。（
図
②
③
）

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
誕
生
、
生
成
、
増
殖
の
象
徴
と
し

て
の
ハ
ス
は
、
や
が
て
中
央
ア
ジ
ア
や
中
国
で
は
別
の

意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

参
考
図
書
：
『
仏
教
美
術
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』

　
　
　
　
　
　
　

宮
治
昭
著
（
吉
川
弘
文
館
）

出典：『仏教美術のイコノロジー』宮治昭
（吉川弘文館）

出典：『仏教美術のイコノロジー』宮治昭
（吉川弘文館）

出典：『仏教美術のイコノロジー』
宮治昭（吉川弘文館）

壺
に
満
た
さ
れ
た
生
命
の
根
源
と
し
て
の
「
水
」
か

ら
ハ
ス
が
生
え
出
る
様
子
。
誕
生
と
生
成
の
模
様
で

「
満
瓶
（
プ
ー
ル
ナ
・
ガ
タ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

バ
ー
ル
フ
ト
遺
跡
（
イ
ン
ド
中
部
）。

丸
い
壺
か
ら
出
る
蓮
華
蔓
草
が
、
中
央
の
開
花
し
た
蓮

華
を
一
周
し
て
い
る
。ハ
ス
の
花
は
太
陽
の
花
で
あ
り
、

生
命
の
花
で
あ
り
、
増
殖
の
花
で
あ
る
。

バ
ー
ル
フ
ト
遺
跡
（
カ
ル
カ
ッ
タ
・
イ
ン
ド
博
物
館
）。

マ
カ
ラ
（
イ
ン
ド
神
話
に
登
場
す
る
怪
魚
）
の
口
か
ら
発

出
す
る
蓮
華
蔓
草
。
サ
ー
ン
チ
ー
遺
跡
、
第
一
塔
東
門
。

①

③

②
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古
代
イ
ン
ド
の
聖
樹
信
仰
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　
仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
中
央
ア
ジ
ア

（
敦と

ん

煌こ
う

）
を
経
て
中
国
へ
伝
わ
り
、
そ
の
後
日
本
に
来
る

ま
で
に
、
ハ
ス
（
蓮
）
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。

　
そ
う
す
れ
ば
仏ぶ

つ

前ぜ
ん

供く

花げ

の
ル
ー
ツ
に
辿た

ど

り
着
き
、
花

瓶
に
花
を
挿
す
行
為
の
は
じ
ま
り
の
一
つ
を
見
つ
け
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
で
は
植
物
に
対
し
て
ど
ん
な
思
い

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
仏
教
が
生
ま
れ
た
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
ま
ず
樹
木
に

対
し
て
特
別
な
思
い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
い
っ
た
ん
葉
を
落
と
し
て
死
ん
で
も
再
び
葉
を
つ
け

て
生
き
返
る
と
こ
ろ
に
、
神
秘
的
な
生
命
力
、
尽
き
る

こ
と
の
な
い
創
造
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。

　
そ
し
て
繁
殖
力
の
旺
盛
な
特
定
の
樹
木
が
聖
樹
と
し

て
崇
拝
さ
れ
た
。

　
写
真
①
は
生
命
の
樹「
如
意
樹
」を
表
す
柱
頭
彫
刻
で
、

中
イ
ン
ド
の
ベ
ー
ス
ナ
ガ
ル
で
発
見
さ
れ
た
紀
元
前
２

世
紀
頃
の
も
の
。
バ
ン
ヤ
ン
樹（
ベ
ン
ガ
ル
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
）

の
枝
か
ら
財
布
や
果
実
、
蓮
な
ど
が
垂
れ
下
が
る
。
願

い
の
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
樹
だ
。

　
古
代
イ
ン
ド
で
は
も
と
も
と
聖
樹
に
対
す
る
民
間
信

仰
が
あ
り
、
人
々
が
行
っ
て
い
た
供
養
の
仕
方
「
焼
香
」

「
燃ね

ん

燈と
う

」「
散さ

ん

華げ

」「
伎ぎ

楽が
く

」
な
ど
が
、
そ
の
ま
ま
仏
教
に

お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
詳
し
く
云
え
ば
、
香
・
華
・
塗ず

香こ
う

・
燃ね

ん

燈と
う

・

幢ど
う

幡ば
ん

・
傘さ

ん

蓋が
い

・
五
指
印
（
掌
印
）・
音
楽
・
右う

繞に
ょ
う（

右
周

り
）
な
ど
の
供
養
法
は
、
聖
樹
（
の
祠

ほ
こ
ら

）
に
対
し
て
行
っ

て
い
た
も
の
が
、
舎
利
を
納
め
た
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）

に
対
し
て
も
同
様
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
初
期
の
仏
教
美
術
に
お
い
て
釈
迦
の
伝
記
を
彫
る
時

に
、
釈
迦
は
釈
迦
の
居
場
所
で
あ
る
樹
木
で
表
現
さ
れ

て
い
た
（
写
真
②
）。
釈
迦
の
生
涯
と
関
係
の
深
い
聖
樹

で
釈
迦
の
存
在
を
表
す
こ
と
で
、
誕
生
、
成
長
、
増
殖
、

死
滅
、
再
生
と
い
う
生
命
の
循
環
を
つ
か
さ
ど
る
宇
宙

の
真
理
を
悟
っ
た
釈
迦
と
聖
樹
を
重
ね
た
の
だ
ろ
う
。

　
仏
教
の
根
底
に
古
代
か
ら
続
く
イ
ン
ド
の
聖
樹
信
仰

が
あ
る
こ
と
は
、
今
日
の
私
達
の
い
け
ば
な
と
も
深
い

と
こ
ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
気
が
す
る
。

　
聖
樹
の
元
で
は
人
も
動
物
も
植
物
も
平
等
に
そ
の
恵

み
を
授
か
る
。
人
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
共
に
あ

り
、
そ
の
長お

さ

と
し
て
の
樹
木
を
畏い

怖ふ

し
尊
ぶ
心
は
、
私

達
が
花
を
い
け
る
と
き
に
も
持
っ
て
い
た
い
思
う
。

　
い
つ
か
、
ど
こ
か
で
、
古
代
イ
ン
ド
の
聖
樹
信
仰
に

影
響
を
受
け
て
、
植
物
に
対
す
る
尊
厳
の
心
か
ら
、
水

の
入
っ
た
器
に
花
を
挿
し
た
僧
侶
が
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
イ
ン
ド
人
の
植
物
に
対
す
る
思
い
に
学
ぶ
の
も
、
今

の
私
達
に
と
っ
て
、
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

カルカッタ・インド博物館入口の如意樹
出典：http://kosoken.blogspot.com/2015/01/blog-
post_20.html

エーラパトラ竜王の礼拝
紀元前１世紀初　バールフット出土
インド博物館蔵
聖樹と台座で釈迦（ブッダ）を表して
いる。
出典：https://www.waseda.jp/flas/rilas/assets/
uploads/2016/10/Rilas04_291-301_Tadashi-
TANABE.pdf

①

②
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信仰を集める樹齢140年のインドボダイジュ。ブッダガヤのマハボディ寺院。
出典：https://tricycle.org/magazine/bodhi-tree-tlc/

出典：https://china.desertcart.com/
products/139063302-pmw-peepal-tree-
fruit-powder-sacred-fig-raavi-100-gloose-
packed-loose-pa

出典：https://astrotalk.com/
astrology-blog/why-is-peepal-tree-
worshipped/

サーンチー遺跡のレリーフ。紀元前 3 世紀にアショーカ王がブッダガヤに
建てた寺院とボダイジュ。西暦 1 世紀。
出典：https://www.wikiwand.com/en/Bodhi_Tree

インドボダイジュ
学名：Ficus religiosa　
英名：bodhi tree　pippala tree
クワ科・イチジク属の高木。樹皮や根皮などを薬用とする。

仏ぶ
っ
だ陀
ゆ
か
り
の
三さ
ん
せ
い
じ
ゅ

聖
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

イ
ン
ド
の
聖
樹
（
聖
木
）
に
は
ど
の
よ

う
な
木
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
仏
教
と
ゆ
か

り
の
あ
る
木
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

お
釈
迦
様
の
生
涯
と
深
く
関
わ
り
の
あ

る
木
は
次
の
3
つ
。

　

菩ぼ
だ
い
じ
ゅ

提
樹　
　

イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ

　

沙さ
ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹　

サ
ラ
ノ
キ

　

無む
ゆ
う
じ
ゅ

憂
樹　
　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ

　

釈
迦
は
長
い
遍
歴
と
苦
行
の
末
に
、
ウ

ル
ヴ
ェ
ー
ラ
村
（
今
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
）
で

一
本
の
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
の
下
に
座
し
、

49
日
間
瞑め

い

想そ
う

し
て
真
の
悟さ

と

り
「
菩ぼ

提だ
い

」
を

得
た
。

　

太
古
よ
り
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
は
大
切

な
樹
木
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
イ
ン
ダ
ス
文

明
の
遺
跡
か
ら
、
そ
の
葉
が
描
か
れ
た
陶

器
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
葉
、
樹
皮
、
根

に
様
々
な
薬
効
が
あ
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
の
主

要
な
三
神
が
棲す

む
木
で
も
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
国
樹
に
な
っ
て
い
る
く
ら
い

大
切
な
木
な
の
だ
。

　

ク
ワ
科
イ
チ
ヂ
ク
属
の
高
木
で
、
花
は

見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
枝
に
直
接
小
さ
な

実
が
で
き
る
。
ハ
ー
ト
型
の
葉
が
風
に
パ

タ
パ
タ
と
揺
れ
る
音
が
な
ん
と
も
心
地
よ

い
そ
う
だ
が
、
釈
迦
も
そ
ん
な
音
を
聞
き

な
が
ら
瞑
想
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

中
国
、
日
本
で
こ
の
木
は
育
た
な
い
。

代
わ
り
に
シ
ナ
ノ
キ
科
の
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
が

寺
院
に
植
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
中

国
原
産
の
落
葉
高
木
で
、
日
本
に
は
栄
西

禅
師
が
宋
か
ら
種
子
を
持
ち
帰
っ
た
。

　

釈
迦
は
45
年
の
間
、
数
百
キ
ロ
の
道
を

何
度
も
行
き
来
し
て
説
法
を
続
け
、
80
歳

で
亡
く
な
る
。
終
焉
の
地
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ

の
川
辺
に
あ
る
２
本
の
サ
ラ
ノ
キ
の
下
で

儀式で使用された陶器のハート
型の葉模様。 B.C.2600–2450。
出典：https://ja.wikipedia.org/
wiki/ インダス文明 #/media/
ファイル :Ceremonial_Vessel_
LACMA_AC1997.93.1.jpg
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涅槃。ガンダーラ、ロリヤン・タンガイ遺跡。２〜３世紀。
インド博物館（カルカッタ）。
出典：https://www.pinterest.jp/
pin/389772542744921786/?nic_v2=1a2bOOxfl

㊤と㊦㊧  出典：https://www.yamakei-online.com/yama-ya/
detail.php?id=677

出典：http://www.flowersofindia.net/
catalog/slides/Sal.html

サラノキ
学名：Shorea robusta　
英名：Sal tree
フタバガキ科・サラノキ属
の高木。3 月頃、葉の生え
替わりと共に、淡いクリー
ム色の小さな 5 弁花が無数
に咲く。花には芳香がある。

釈
迦
が
息
を
引
き
取
る
と
、
サ
ラ
ノ
キ
は

時
な
ら
ぬ
花
を
満
開
に
咲
か
せ
、
釈
迦
の

体
の
上
に
そ
の
花
を
降
り
注
い
だ
と
い
う
。

　

サ
ラ
ノ
キ
は
フ
タ
バ
ガ
キ
科
の
高
木
で
、

材
は
堅
く
て
耐
久
性
が
あ
り
、
様
々
に
利

用
さ
れ
て
い
る
。
落
ち
葉
は
草
の
茎
で
綴

り
合
わ
せ
て
丸
い
葉
皿
と
し
て
使
わ
れ
る
。

　

幹
か
ら
採
れ
る
樹
脂
（
ド
ゥ
ー
ナ
ー
）

は
様
々
に
利
用
さ
れ
、
燃
や
し
て
出
る
良

い
匂
い
の
煙
は
病
原
菌
を
殺
し
て
辺
り
を

浄
化
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
春

に
咲
く
花
に
も
芳
香
が
あ
る
。
釈
迦
が
こ

の
木
の
下
を
選
ん
だ
の
も
な
ん
と
な
く
わ

か
る
気
が
す
る
。

　

日
本
で
は
ツ
バ
キ
科
の
ナ
ツ
ツ
バ
キ
や

ヒ
メ
シ
ャ
ラ
が
沙
羅
双
樹
と
し
て
植
え
ら

れ
て
い
る
。

　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ
は
イ
ン
ド
で
ア
シ
ョ
ー
カ

と
呼
ば
れ
る
が
、「
ア
（
無
い
）」「
シ
ョ
ー

カ
（
悲
し
み
）」
か
ら
無
憂
樹
の
字
が
当
て

ら
れ
た
。
釈
迦
の
母
マ
ー
ヤ
ー
が
ル
ン
ビ

ニ
ー
の
園
で
こ
の
木
を
つ
か
も
う
と
し
た

と
き
に
、右
脇
か
ら
男
の
子（
の
ち
の
釈
迦
）

が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
誕
生
し
て
す
ぐ
に
七
歩

あ
ゆ
み
、
自
ら
偉
大
な
る
こ
と
を
獅し

子し

吼く

し
、
温
冷
二
水
に
よ
っ
て
身
を
清
め
ら
れ

た
（
灌
水
）
と
あ
り
、
そ
の
様
子
は
の
ち

に
石
に
彫
ら
れ
、
仏
伝
の
ワ
ン
シ
ー
ン
と

し
て
今
に
伝
わ
る
。

　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ
は
マ
メ
科
の
常
緑
小
高
木

で
、
春
の
暖
か
さ
を
象
徴
す
る
よ
う
な
黄

色
か
ら
赤
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
釈
迦
が

世
に
現
れ
る
場
所
に
ふ
さ
わ
し
い
、
優
し

い
葉
と
温
か
な
花
色
を
備
え
て
い
る
。

釈迦誕生。ガンダーラ、ロリヤン・タ
ンガイ出土。２〜３世紀。インド博物館。
出典：https://www.pinterest.cl/pin/
AX08l5eKMSm7yu8uWT-JzMV1xyS8-
Mt049tKRfOXxzzWLUXoRwCOLJs/?nic_
v2=1a2bOOxfl

出典：https://explorepharma.files.wordpress.
com/2010/10/ashoka.jpg

出典：http://medicinplants.blogspot.
com/2008/08/ashoka-tree-sorrowless-tree.html

ムユウジュ
学名：Saraca asoca　
英名：Asoka tree,　Sorrowless tree
マメ科・ムユウジュ属。細長い葉
の常緑小高木。3 月頃に美しいオ
レンジ色の花（萼）が咲く。
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壁
画
に
描
か
れ
た
ハ
ス
と
瓶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

仏
教
誕
生
以
前
よ
り
、
古
代
イ
ン
ド

で
は
ハ
ス
を
生
命
そ
の
も
の
の
象
徴
と

し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
や
、
強
い
生

命
力
を
持
つ
聖
樹
に
対
す
る
信
仰
心
が

あ
っ
た
こ
と
を
、
前
号
ま
で
見
て
来
た
。

　

で
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
の
ハ
ス
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
仏
教
が
伝
わ
る
中

で
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
話
で
も
、
ビ
シ
ュ

ヌ
神
の
臍へ

そ

か
ら
生
じ
た
蓮
華
の
上
に
ブ

ラ
フ
マ
ー
が
す
わ
っ
て
宇
宙
を
創
造
し

た
話
が
あ
る
が
、
水
か
ら
生
ま
れ
る
ハ

ス
に
、
無
か
ら
出
現
す
る
世
界
、
宇
宙

を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

何
か
が
ハ
ス
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
仏
教
の
経
典
に
も
様
々
な

形
で
引
き
継
が
れ
、ま
た
新
た
な
イ
メ
ー

ジ
も
加
わ
っ
て
行
く
こ
と
と
な
る
の
だ

が
、
詳
し
い
こ
と
は
一
旦
置
い
て
お
き
、

ま
ず
中
国
の
西
の
玄
関
口
、
敦と

ん

煌こ
う

ほ
か

の
壁
画
か
ら
、
い
け
ば
な
の
観
点
で
見

て
絵
の
中
の
ハ
ス
の
気
に
な
る
も
の
を

い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

大
乗
仏
教
に
お
い
て
出
家
者
の
大
切

な
持
ち
物
の
一
つ
に
水す

い

瓶び
ょ
うが

あ
る
。
菩ぼ

薩さ
つ

が
よ
く
手
に
持
っ
て
い
る
の
も
水
瓶

で
、
修
行
中
で
あ
る
菩
薩
が
持
っ
て
い

る
の
は
頷
け
る
。
図
①
は
菩
薩
が
右
手

に
持
っ
た
水す

い

瓶び
ょ
うに

花
が
挿
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
水
瓶
は
浄

じ
ょ
う

水す
い

や
香こ

う

水ず
い

を
入
れ
る
容
器
な
の
で
、
悪
い
物
が

入
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
花
で
口
に
蓋ふ

た

を

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
（
図
②
）。

は
た
し
て
図
①
の
花
も
蓋
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
花
を
挿
し
た
よ
う
に
見
え
る

ガ
ラ
ス
の
器
を
持
つ
菩
薩
の
絵
（
図
③

④
）
も
あ
る
が
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
生

命
の
源
と
し
て
の
水
を
壺
で
表
現
し
、

そ
こ
か
ら
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
る
図
像

（
満ま

ん

瓶び
ょ
うと

呼
ば
れ
る
）
も
あ
っ
た
の
で
、

循
環
す
る
生
命
そ
の
も
の
を
表
現
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ガ
ラ
ス

の
器
と
花
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
。

大勢至菩薩立像（絹本設色）。敦煌莫高窟。（唐代）。
ペルシャ製の銀製壺のような瓶にハスが挿されている。
出展：https://kknews.cc/culture/5bp4e8l.html

唐の太宗・李世民の五女、李麗質（621 〜 643）の墓の壁
画に、ハスの花を挿した瓶を持つ侍女が描かれている。西
安の北西に位置する昭陵にある。
出展：https://kknews.cc/zh-my/history/5o23jn8.html 　

ガラス碗を手に蓮を養う菩薩。敦煌莫高窟 328 窟壁画。
盛唐（713 〜 765 年）。
出展：https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1719.
html

ガ
ラ
ス
碗
を
手
に
蓮
を
養
う
菩
薩
。
敦
煌
莫
高
窟 199

窟
壁
画
。
中

唐
（766

〜835

年
）。

出
展
：https://kknew

s.cc/culture/5bp4e8l.htm
l

大
乗
仏
教
＝
自
己
救
済
を
主
眼
と
す
る
原
始
仏
教
に
対
し
、
広
く
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
仏
教
思
想
。
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
時
代
に
イ
ン
ド
北
西
部
で
生
ま
れ
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
に
広
が
っ
た
。

①

②

③

④

テキスト 690
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中
国
「
遼
り
ょ
う
」
の
壁へ
き
が
ぼ

画
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

遺
跡
の
壁
画
を
調
べ
て
い
た
ら
、
花
瓶

に
花
を
挿
し
た
絵
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
て

驚
い
た
。
日
本
の
平
安
末
期
に
あ
た
る
西

暦
一
一
一
六
年
に
造
ら
れ
た
、
中
国
宣せ

ん

化か

地
方
の
豪
族
の
墓
で
あ
る
。

　

中
国
で
は
唐と

う

が
滅
び
、
五
代
十
国
の
時

代
を
経
て
宋そ

う

の
時
代
へ
。
唐
時
代
の
国
際

色
豊
か
な
王
朝
文
化
か
ら
、
宋
時
代
の
自

由
な
庶
民
文
化
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
頃
で

あ
る
。

　

そ
の
辺
り
は
遼

り
ょ
う

（
内
モ
ン
ゴ
ル
を
中
心

に
中
国
の
北
方
を
支
配
し
た
国
）
の
統
治

下
に
あ
り
、
農
耕
地
で
あ
り
な
が
ら
遊
牧

民
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
地
域
だ
。
そ

ん
な
土
地
の
漢
民
族
の
豪
族
、
張

ち
ょ
う

世せ
い

卿き
ょ
うと

い
う
人
の
墓
で
あ
る
。

　

張
世
卿
の
墓
は
地
下
に
穴
を
掘
っ
て
造

ら
れ
て
い
る
。
階
段
を
降
り
て
行
く
と
ま

ず
前
室
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
棺

ひ
つ
ぎ

が
置
か
れ

る
後
室
が
あ
る
。
す
べ
て
煉れ

ん

瓦が

で
造
ら
れ
、

白
い
漆し

っ

喰く
い

が
塗
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
色

鮮
や
か
な
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

墓ぼ

誌し

に
よ
る
と
張
家
は
代
々
農
業
に
従

事
し
、
地
主
と
し
て
土
地
を
賃
貸
し
な
が

ら
果
物
を
栽
培
し
家
財
を
蓄
え
、
天
災
の

年
で
さ
え
粟
を
献
上
し
、
民
衆
に
与
え
た

た
め
官
位
を
拝
領
し
た
と
あ
る
。

　

そ
ん
な
中
で
も
張
世
卿
は
自
ら
よ
く
働

き
、
当
時
の
道ど

う

教き
ょ
うに

憧
れ
、
儒じ

ゅ

学が
く

を
崇あ

が

め
、

仏
教
を
敬
い
、
多
く
の
人
か
ら
慕
わ
れ
る

人
物
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

彼
は
仏ぶ

つ

へ
の
供く

花げ

の
た
め
に
珍
し
い
花

を
育
て
、
特
別
に
花
瓶
ま
で
造
ら
せ
た
。

そ
の
花
の
種
類
は
百
を
超
え
４
万
本
に
至

り
、
五
百
個
の
瑠る

璃り

瓶び
ん

（
ガ
ラ
ス
花
瓶
）

出展：①〜⑬
https://artouch.com/views/content-280.html

①②

⑤ 墓の平面図と側面図

⑥

⑩⑪

前室（図①〜④） 後室（図⑩〜⑬）

　

前
室
4
面
の
壁
画
（
図
①
〜
④
）

　

後
室
4
面
の
壁
画
（
図
⑩
〜
⑬
）

地下へ降りる
　　　　階段

張
世
卿
墓
の
壁
画

テキスト 691
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を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
張
世
卿
と

い
う
人
が
供く

花げ

に
対
し
て
拘

こ
だ
わ

り
を
持
っ
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
当
時
の
供
花
に
瓶び

ん

花か

が
す
で
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に

園
芸
栽
培
の
ブ
ー
ム
が
お
こ
っ
て
い
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
。

　

後
室
、
天
井
中
央
の
蓮
華
模
様
の
周
り

に
は
星
座
図
と
散
華
が
描
か
れ
（
図
⑥
）、

梁は
り

の
下
に
蓮
華
台
座
と
蓮
の
葉
に
は
さ
ま

れ
た
長
方
形
の
凹く

ぼ

み
が
あ
り
、
そ
の
間
に

瓶
花
が
供
花
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
図

⑦
⑧
⑩
〜
⑬
）。
そ
の
数
18
。
生
前
に
彼

が
行
っ
た
供
花
の
功
徳
を
表
し
た
も
の
だ

ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
凹
み
に
は
そ
れ
ぞ

れ
仏
像
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

青
い
花
瓶
に
ハ
ス
の
花
と
葉
が
見
え
る

（
図
⑦
）。
他
の
木
や
花
は
何
だ
ろ
う
。

　

描
か
れ
て
い
る
情
景
が
興
味
深
い
。
朝
、

扉
の
外
か
ら
侍じ

従じ
ゅ
うが

入
っ
て
き
て
読ど

経き
ょ
うの

用
意
を
始
め
る
（
図
⑩
）。
机
に
は
経

き
ょ
う

箱ば
こ

と
経
典
、
茶
、
香
が
用
意
さ
れ
、
そ
し
て

今
ま
さ
に
瓶
花
を
供
え
よ
う
と
す
る
男
性

の
姿
が
（
図
⑨
⑩
）。
さ
ら
に
お
茶
を
準

備
す
る
場
面
（
図
⑫
）、
夜
に
お
酒
を
用

意
す
る
場
面
が
続
く
（
図
⑬
）。

　

な
ん
て
和
や
か
な
雰
囲
気
な
の
だ
ろ

う
。
こ
ん
な
お
墓
が
あ
っ
た
と
は
。

　

九
百
年
前
、
熱
心
に
花
を
い
け
て
精
進

を
重
ね
た
張
世
卿
と
い
う
人
が
い
た
こ
と

を
、
壁
画
は
私
達
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

参
考
：
学
習
院
学
術
成
果
リ
ポ
ジ
ト
リ

論
文
「
宣
化
地
方
遼
時
代
張
世
卿
壁
画

墓
に
描
か
れ
た
器
物
」
李
含

③④

⑦⑧

⑨

⑫⑬
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参道には石の壺や壺から動植物が生まれ出るレ
リーフが見られる。
出展：②〜⑤ https://www.tripadvisor.jp/Attraction_
Review-g304132-d3600154-Reviews-or15-Abhayagiri_
Dagaba-Anuradhapura_North_Central_Province.html#pho
tos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7

ス
リ
ラ
ン
カ
の
ガ
ー
ド
ス
ト
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

古
代
イ
ン
ド
人
は
宇
宙
の
生
成
や
豊
穣
多
産

を
、
壺
か
ら
蓮
が
生
え
出
る
図
像
に
託
し
て
い

た
（
写
真
①
）。
そ
の
命
の
源
と
し
て
の
壺
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ

く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

　

イ
ン
ド
の
南
東
に
あ
る
緑
豊
か
な
島
国
、
ス

リ
ラ
ン
カ
に
は
紀
元
前
3
世
紀
に
仏
教
が
伝
え

ら
れ
、
現
在
も
人
口
の
約
7
割
が
仏
教
徒
で
あ

る
（
上

じ
ょ
う

座ざ

部ぶ

仏ぶ
っ

教き
ょ
う）。

　　

ス
リ
ラ
ン
カ
北
部
の
都
市
ア
ヌ
ラ
ダ
プ
ラ
に

あ
る
ア
バ
ヤ
ギ
リ
大
塔
（
写
真
②
）
は
、
紀
元

前
1
世
紀
建
立
の
仏
塔
で
、
5
世
紀
初
め
に
は

5
千
人
の
僧
が
い
た
こ
と
が
中
国
仏
教
僧
法ほ

っ

顕け
ん

の
『
仏
国
記
』
に
無
畏
山
寺
の
名
で
記
さ
れ
て

い
る
。
当
時
は
大
乗
仏
教
の
研
究
も
す
る
仏
教

世
界
の
中
心
的
研
究
機
関
で
あ
っ
た
。

　

仏
塔（
ツ
ト
ゥ
ー
パ
）に
至
る
道
の
両
側
に
は
、

石
で
造
ら
れ
た
壺
が
置
か
れ
（
写
真
③
④
）、
壺

か
ら
様
々
な
動
植
物
が
生
ま
れ
出
る
石
の
浮
彫

が
参
拝
者
を
出
迎
え
る
（
写
真
⑤
）。

　
「
壺
」
は
水
の
象
徴
で
あ
り
、
水
は
生
命
の
源

と
考
え
る
と
、
生
命
世
界
の
母
胎
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
造
ら
れ
た
仏
塔
の
入
口
に
相
応
し
い
。

　

古
代
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
寺
院
遺
跡
に
は
特

有
の
装
飾
と
し
て
、
ム
ー
ン
ス
ト
ー
ン
（
サ
ン

ダ
カ
ダ
パ
ハ
ナ
）
と
ガ
ー
ド
ス
ト
ー
ン
（
ム
ラ

ガ
ラ
）
が
あ
る
（
写
真
⑥
⑦
⑧
）。
寺
院
に
入
る

に
は
こ
の
半
円
形
の
ム
ー
ン
ス
ト
ー
ン
の
上
を

裸
足
で
通
る
こ
と
に
な
る
。
神
聖
な
領
域
に
入

る
た
め
の
禊
ぎ
の
役
目
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ

の
ム
ー
ン
ス
ト
ー
ン
の
両
側
に
あ
る
の
が
ガ
ー

ド
ス
ト
ー
ン
だ
。

　

全
身
を
宝
飾
で
着
飾
っ
た
男
性
が
片
手
に
発

芽
す
る
枝
を
持
ち
、
も
う
一
方
の
手
に
は
壺
を

乗
せ
て
い
る
。
こ
の
像
は
蛇
神
王
ナ
ー
ガ
ラ
ー

ジ
ャ
で
、
頭
の
後
ろ
に
頭
が
7
つ
あ
る
コ
ブ
ラ

が
見
え
る
。（
写
真
⑧
）

　

蛇
神
ナ
ー
ガ
は
地
底
世
界
を
統
治
し
水
や
雨

と
も
関
係
が
深
い
。
仏
教
で
も
釈
迦
が
瞑
想
し

て
い
る
間
、ム
チ
ャ
リ
ン
ダ
と
い
う
ナ
ー
ガ
ラ
ー

ジ
ャ
が
嵐
か
ら
釈
迦
を
守
っ
た
と
い
う
。

　

そ
ん
な
ナ
ー
ガ
ラ
ー
ジ
ャ
が
水
を
象
徴
す
る

壺
を
持
ち
生
命
を
活
気
づ
か
せ
、
豊
穣
と
繁
栄

を
約
束
し
つ
つ
聖
域
を
守
護
し
て
く
れ
て
い
る
、

そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
く
る
。

　

こ
の
生
命
が
生
ま
れ
出
る
壺
は
プ
ル
ナ
ガ
タ
、

又
は
プ
ル
ナ
カ
ラ
サ
と
呼
ば
れ
「
満
瓶
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
が
、
プ
ル
ナ
（
満
た
さ
れ
た
、
豊

穣
、
無
限
）
の
ガ
タ
（
も
し
く
は
カ
ラ
サ
＝
壺
）

な
の
で
「
豊
穣
の
壺
」「
繁
栄
の
壺
」
と
呼
ん
で

も
い
い
だ
ろ
う
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
プ
ン
カ
ラ

サ
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
幸
運
と
豊
か
さ
の
シ
ン

ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

　

古
代
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
「
満
瓶
」
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
微
妙
に
変
化
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教

国
に
引
き
継
が
れ
て
行
っ
た
。

　

壺
が
も
つ
生
命
世
界
の
母
胎
と
し
て
の
観
念

を
、
一
華
道
家
と
し
て
見
直
し
て
み
た
い
。

上
座
部
仏
教
＝
南
伝
仏
教
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
（
長
老
の
教
え
）
仏
教
。
釈
迦
の
戒
律
を
厳
格
に
守
る
保
守
的
な
仏
教
。
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
に
伝
わ
る
。

アヌラダプラのアバヤギリ・ダーガバ（大塔）。
紀元前 1 世紀。この高さ 75m の大塔は、かつて
高さ 110m のドームで覆われていたそうだ。

①②

③

④

⑤

プルナガタ（満瓶）のレリーフ。南インド
アマラバティ仏教遺跡。紀元前 2 世紀頃。
出展：https://vmis.in/ArchiveCategories/
collection_gallery_parent/page:3?id=491&sitei
d=160&minrange=0&maxrange=0&count=24

テキスト 692



29

スリランカ北中部の古都、ポロンナルワの仏教遺跡群の 1 つで「ワタダーゲ」と呼ばれる仏塔跡。元々はドーム状の屋根に覆われており、
中央の仏塔を 4 体の座像仏が囲む。四方に門があり、それぞれの階段下に半円形のムーンストーン（サンダカダパハナ）と一対のガードス
トーン（ムラガラ）が置かれている。12 世紀頃の造立とされる。密林に埋もれていたのを 19 世紀に発見された。
半円形のムーンストーンには蓮華の周りに唐草、馬、象、鳥などが彫られている。スリランカ北部は南インドから何度も侵略を受けた歴史
があり、古い時代にはあった牛がこのムーンストーンにいないのは、侵略者がヒンズー教徒だったためと推測されている。

出展：⑥⑧ https://en.wikipedia.org/wiki/Muragala　　⑦ https://lonewolf17.com/polonnaruwa-quadrangle-vatadage

バーマナと呼ばれる像。建物を支える姿をよく目にする。様々な解釈
があるが、その 1 つに財宝の神クベーラの手下であるヤクシャ（夜叉）
の 1 人で、もとは鬼神だが富を守る役目を持つとされる。
一方、古代よりインドにおいて、ヤクシャは聖樹に住む精霊で、人々
に畏れられる存在である反面、無尽蔵の生命力を有する豊穣多産をつ
かさどる神でもあり、安全・安泰・繁栄の守護神と考えられている。

出展：⑨⑩ https://thuppahis.com/2017/12/08/the-guard-stones-of-ancient-
sri-lanka/

ワタダーゲのガードストーン。聖域の守護神と推測される。コ
ブラフードをつけたナーガラージャ（蛇神王）が片手に萌芽す
る枝を握り、片手に繁栄の壺を持つ。壺からは蓮の花と葉が生
え出ている。足元の小人も守護神としてのヤクシャと思われる。

蓮が生え出る壺（プルナガタ）のみが彫られたガードストーンも見
つかっている。

⑥
⑦

⑧⑨

⑩
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①壺から出たハスの花に立つラクシュミー像。2 頭の象が女
神の左右から水（ガンジスの聖水）を注ぎ祝福をする灌

か ん

頂
じょう

の
構図。「ガジャ・ラクシュミー」と呼ばれている。中央インド
のバールフット出土。紀元前２世紀。インド国立博物館。

出展：① https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ ファイル :Gajalaxmi_-_
Medallion_-_2nd_Century_BCE_-_Red_Sand_Stone_-_Bharhut_
Stupa_Railing_Pillar_-_Madhya_Pradesh_-_Indian_Museum_-_
Kolkata_2012-11-16_1837_Cropped.JPG

釈迦の遺骨は初め８つの仏塔（ストゥーパ）に分けられてい
たが、紀元前３世紀にアショーカ王が７つの仏塔の遺骨を取
り出して８万４千の仏塔を建てて安置したという。中央イン
ドのサーンチーに建てられた８つのうち３つが残っている。

②仏塔の１つ。塔門や玉垣（欄
らん

楯
じゅん

）は紀元前後に増やされた。

出展：②③④⑤ https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_by_
category/1049

  バールフット

サーンチー

古
代
イ
ン
ド
の
壺
と
ハ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

イ
ン
ド
の
女
神
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
は
ハ
ス
か

ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
図
①
で
は
壺
か
ら

出
た
ハ
ス
の
上
に
立
つ
姿
で
表
さ
れ
て
い
る

が
、
仏
像
の
蓮
華
台
座
を
思
い
浮
か
ば
せ
る
。

　

前
回
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ガ
ー
ド
ス
ト
ー
ン

や
ム
ー
ン
ス
ト
ー
ン
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の

あ
と
で
南
イ
ン
ド
の
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）

に
そ
の
原
型
を
見
つ
け
た
（
図
⑥
⑦
）。

　

図
⑥
や
図
⑨
の
石
板
に
は
仏
塔
が
浮
彫
さ

れ
て
い
る
。
図
⑧
は
生
命
を
生
み
出
す
豊
穣

の
壺
「
満
瓶
」
だ
が
、
図
⑨
の
仏
塔
と
ど
こ

と
な
く
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
塔
の
上

部
が
丸
い
壺
に
見
え
て
く
る
。

　

釈
迦
は
生
前
に
仏
塔
の
造
り
方
を
指
示
し

て
い
る
が
（
※
）、
そ
れ
に
よ
る
と
覆ふ

く

鉢ば
ち

を
塔

身
の
上
に
置
き
、
平へ

い

頭と
う

を
乗
せ
、
傘
を
立
て

て
相そ

う

輪り
ん

を
重
ね
た
上
に
宝ほ

う

瓶び
ょ
うを

置
く
こ
と
と

し
て
い
る
。
仏
塔
自
体
を
大
き
な
壺
と
す
る

な
ら
、先
端
の
壺
（
宝
瓶
）
と
、舎
利
（
遺
骨
）

容
器
も
含
め
る
と
、
壺
を
何
重
に
も
積
み
重

ね
て
い
る
事
に
な
る
。
ま
る
で
宇
宙
の
象
徴

と
し
て
壺
を
と
ら
え
て
い
た
か
の
よ
う
だ
。

　

図
⑩
の
太
陽
に
見
え
る
大
き
な
ハ
ス
の
開

花
模
様
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
原
動
力
と
し

て
の
太
陽
を
ハ
ス
の
花
で
表
現
し
た
も
の
だ

ろ
う
。
図
④
⑤
の
ハ
ス
や
ス
イ
レ
ン
の
図
像

で
、
そ
の
場
を
生
き
生
き
と
活
気
づ
か
せ
た

か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

壺
と
ハ
ス
は
共
に
生
命
の
不
思
議
な
力
そ

の
も
の
で
あ
り
、
命
が
湧
き
出
る
源

み
な
も
とな

の
だ
。

　

日
頃
い
け
ば
な
が
空
間
を
生
き
生
き
と
活

気
づ
か
せ
る
こ
と
に
不
思
議
な
思
い
を
持
っ

て
い
た
が
、
古
代
イ
ン
ド
人
は
壺
や
花
の
持

つ
力
を
す
で
に
強
く
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
。

（
※
）
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雜
事
・
卷
第
十
八
に
書
か
れ
て
い
る
。

③塔門には仏伝図や本生図のレリーフが。④壺からハスが生え出る図像「満瓶」。⑤熱帯スイレン（？）が亀の口から生え出ている。

①

②

③④⑤

●
●

●

サーンチー
バールフット

アマラーヴァティークリシュナー川

ナルマダー川
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 アマラーヴァティー

⑧仏塔の柱断片の満瓶。ハスとスイレンが生え出た上にライオンと釈迦を象徴する玉座が積み重なる。　⑨釈迦入滅後建てられた８仏塔の
１つラーマグラーマ仏塔（ネパール南部）の浮彫。蛇神ナーガが守護していたため、アショーカ王はここだけ舎利の取り出しを諦めた。

インド南部、クリシュナ川流域にあるアマラーヴァティーでは紀元前 3 世紀から紀元 3 世紀の建造物が発掘されている。大乗仏教を体系化した
とされるナーガールジュナ（龍樹）ゆかりの地である。⑥アマラーヴァティー仏塔の装飾石板。仏塔がどのように造られたかが分かる。下中央にムー
ンストーン、その左右に壺がある　⑦別の石板にも満瓶（プルナ・カラサ）が確認できる。仏塔内部で宝輪のある玉座を崇拝している。
出展：⑥⑦⑧⑨⑩⑪ https://vmis.in/ArchiveCategories/gallery?search=amaravati  　マドラス博物館所蔵

⑩玉垣の彫刻。日の出のようなハスの開花模様が彫られている。その下に怪魚マカラの口から植物が生まれ出る様子も。　
⑪仏塔の模型。四方に門があり、どの方向から見ても図⑥の石板のように見える造りになっている。

⑥⑦

⑧⑨

⑩⑪
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エ
ジ
プ
ト
の
青
い
ス
イ
レ
ン　
　

仙
溪

　

仏
教
の
経
典
に
出
て
く
る
青

し
ょ
う

蓮れ
ん

華げ

は
ハ
ス
で

は
な
く
青
い
熱
帯
ス
イ
レ
ン
だ
（
図
①
）。
古
代

イ
ン
ド
の
遺
跡
に
は
ハ
ス
と
共
に
ス
イ
レ
ン
も

浮
彫
さ
れ
て
い
た
（
前
号
参
照
）。
こ
の
青
い
ス

イ
レ
ン
に
は
ど
ん
な
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

青
い
ス
イ
レ
ン
と
言
え
ば
古
代
エ
ジ
プ
ト
だ
。

毎
年
ナ
イ
ル
川
が
氾
濫
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る

肥ひ

沃よ
く

な
大
地
が
、
豊
か
な
文
明
を
育
み
、
人
々

は
自
然
界
に
様
々
な
神
の
力
を
感
じ
取
っ
た
。

　

朝
に
咲
き
夜
に
閉
じ
る
青
ス
イ
レ
ン
や
夜
に

咲
き
朝
閉
じ
る
白
ス
イ
レ
ン
は
、
死
と
来
世
で

の
再
生
を
連
想
さ
せ
た
。
ス
イ
レ
ン
は
神
々
と

結
び
つ
き
神
聖
な
花
と
な
っ
た
（
図
⑤
）。

　

ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
棺
に
残
さ
れ
た
花は

な

襟え
り（

図

⑥
）
に
は
様
々
な
植
物
が
織
り
込
ま
れ
て
い
て

ス
イ
レ
ン
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ス
イ
レ
ン
か

ら
生
ま
れ
る
像
ま
で
も
（
図
⑬
）。
そ
れ
ら
は

蘇よ
み
が
えり

の
祈
り
の
現
れ
だ
ろ
う
。

　

熱
帯
ス
イ
レ
ン
に
は
良
い
香
り
の
す
る
も
の

が
多
い
。
彼
ら
は
ス
イ
レ
ン
を
池
や
沼
で
栽
培

し
、
花
か
ら
香
料
を
抽
出
し
た
。
青
ス
イ
レ
ン

の
香
り
に
は
鎮
静
作
用
が
あ
る
ら
し
い
。
花
の

香
り
を
直
接
嗅
い
だ
り
、
葬
儀
の
花
束
（
図
③
）

や
神
殿
の
捧
げ
も
の
（
図
⑪
）、
女
性
の
花
飾
り

（
図
⑩
）
な
ど
と
し
て
利
用
し
た
。

　

人
々
が
集
ま
る
部
屋
に
ス
イ
レ
ン
を
生
け
る

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
秘

的
な
甘
い
香
り
が
広
が
る
よ
う
に
。

　

色
々
調
べ
て
み
て
、
エ
ジ
プ
ト
と
イ
ン
ド
の

関
連
性
を
感
じ
て
い
る
。
ス
イ
レ
ン
や
ハ
ス
と

神
々
と
の
関
係
。
再
生
を
願
う
花
襟
（
図
⑥
）

と
イ
ン
ド
の
ハ
ス
の
開
花
図
像
（
前
号
11
頁
・

図
⑩
）
の
類
似
性
。
香
り
の
良
い
花
を
供
え
る

こ
と
や
、
良
い
香
り
を
体
に
塗
る
こ
と
も
共
通

し
て
い
る
。

　

エ
ジ
プ
ト
の
ス
イ
レ
ン
信
仰
に
、
生
命
の
根

源
と
し
て
の
「
壺
」
が
イ
ン
ド
で
加
わ
り
、
仏

教
と
共
に
日
本
へ
来
て
い
け
ば
な
へ
と
昇
華
し

た
。
そ
ん
な
大
き
な
流
れ
を
想
像
し
て
い
る
。

⑤冥界の神・オシリスの足元から出る白スイレン。パピルスに描かれた「死
者の書」（フネフェルのパピルス）の一部。B.C.1275。（大英博物館）
出展：⑤ https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9901-3

ツタンカーメンの棺の花襟。メトロポリタン
美術館。出展：https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/684769

①熱帯睡蓮（エジプトロータス）
出展：「花の王国 1 園芸植物」
　　　荒俣宏著／平凡社

饗宴の図。青いスイレンの
香りを嗅ぐ女性。

①

②

④

⑤

⑥

沼地での狩猟の様子。左にパピルス（猫も）、足元にスイレンが見える。
出展：②③④書記官ネブアメンの墓壁画、B.C.1350。⑪予言者ユーザーハッ
トの墓壁画、B.C.1294-1279。（メトロポリタン美術館の複製画）https://
www.flickr.com/photos/menesje/sets/72157608008967297/with/4058204742/

③

スイレンのブーケを持つ女性。

テキスト 694
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スイレンの頭飾り。

葦の束形のアラバスター。
スイレンを挿すため？
B.C.15th。高さ 6.5cm。

テーベのレクミラの墓壁画、B.C.1479-1425。クレタ島から来たミノス人使節団。様々な金属器の贈り物を持っている。

出展：⑦ https://www.flickr.com/photos/manna4u/albums/72157678333466360/with/32544493391/

ファイアンス・ボウル。B.C.1550-1458。四角い池の周りに
スイレンが描かれている。エジプト・ファイアンスは古代エ
ジプトの鮮やかな青緑色の焼き物。

⑮スイレンから生まれる太陽神の子。象牙。B.C.8th。
⑯スイレンの神、ネフェルトム。銅。B.C.332-30。

⑦

⑧⑨

⑩

⑫⑬

⑮⑯

⑭

⑪

⑦の部分複製画。スイレンの造花が立て
られた器。出展：https://www.metmuseum.
org/art/collection/search/544609

センウセレト 1 世のピラミッドより。
供物室のスイレンの鉢。B.C.1961-1917。

出展：⑨⑪⑫⑭⑮⑯　https://www.metmuseum.org/art/collection/　（メトロポリタン美術館の公開データベース）
　　　⑬ https://www.flickr.com/photos/manna4u/albums/72157666023968570/page3

スイレンから出現するツタンカーメン
スイレンの造花。木製。
高さ 8cm。B.C.2051-1981。
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深
山
の
空
気
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

久
し
ぶ
り
に
深
山
の
空
気
を
吸
っ
て
き
た
。

　

30
年
ぶ
り
の
大
台
ヶ
原
。
晴
天
の
も
と
、
山

道
を
標
高
１
６
９
５
ｍ
の
日
出
が
ケ
岳
を
め

ざ
す
。
と
い
っ
て
も
駐
車
場
か
ら
の
標
高
差
は

１
２
０
ｍ
ほ
ど
。
気
持
ち
の
い
い
山
歩
き
。

　

辺
り
一
面
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
の
中
を
歩
く
。
こ
の

サ
サ
が
地
面
を
覆
っ
て
し
ま
う
と
、
他
の
樹
木

の
発
芽
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

昔
、台
風
に
よ
る
倒
木
を
搬
出
し
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、
林
床
が
乾
燥
し
、
コ
ケ
類
が
大
幅
に

減
少
し
て
サ
サ
の
天
下
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ

う
だ
。
更
に
サ
サ
を
求
め
て
鹿
が
増
え
、
樹
皮

が
食
べ
ら
れ
て
森
の
消
失
が
加
速
す
る
。

　

そ
れ
で
も
ツ
ツ
ジ
の
仲
間
は
頑
張
っ
て
い
た
。

シ
ロ
ヤ
シ
オ
、
ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ
ジ
、
ツ
ク
シ
シ
ャ

ク
ナ
ゲ
、サ
ラ
サ
ド
ウ
ダ
ン
、コ
ア
ブ
ラ
ツ
ツ
ジ
、

ト
サ
ノ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、ヒ
カ
ゲ
ツ
ツ
ジ
、等
々
。

花
が
咲
い
た
ら
さ
ぞ
素
晴
ら
し
い
景
色
が
見
ら

れ
る
に
違
い
な
い
が
、
４
月
下
旬
な
の
に
山
は

ま
だ
晩
冬
の
様
相
。
花
の
季
節
に
是
非
ま
た
来

た
い
。

　

過
酷
な
山
道
を
車
で
走
っ
て
大
峰
山
の
修
験

者
が
泊
ま
る
と
い
う
洞
川
温
泉
で
1
泊
。
湧
水

ゴ
ロ
ゴ
ロ
水
を
い
た
だ
い
て
、
龍
泉
寺
、
天
河

大
弁
財
天
に
参
詣
し
、
家
族
の
健
康
と
花
技
上

達
を
祈
願
し
て
帰
路
に
つ
い
た
。

大台ヶ原の絶景ポイント、大蛇嵓（だいじゃぐら）。深い谷底の向こうに山並みが迫る、神聖な空気を感じ
る場所だ。このあたりにはコウヤマキ、ゴヨウマツ、ツクシシャクナゲが見られる。（奈良県吉野郡）

ミヤコザサに覆われた山肌に立ち枯れた木や倒木が白く残る。屋久
島にならぶほどの多雨地帯なのに、森が消えていた。正木峠付近。

途中、ツツジのトンネルを抜けていく。またいつか、花の季節に
訪れたい。（4 月 21 日撮影）

1963年撮影の正木峠。（説明板より）
昔は苔むす森だった。現在、森林再
生の試みがはじめられている。

10
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丹
生
都
比
売
神
社

　
花
盛
祭
（
は
な
も
り
さ
い
）　
仙
溪

　

ぶ
ら
り
と
一
人
旅
。

　

花
盛
祭
と
い
う
名
前
に
惹
か
れ
て
、
高
野
山

の
入
口
に
あ
る
丹に

生う

都つ

比ひ

売め

神
社
を
参
拝
し
て

き
た
。（
JR
笠
田
駅
か
ら
バ
ス
で
30
分
）

　

弘
法
大
師
空
海
が
高
野
山
に
金
剛
峯
寺
を
建

立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
丹
生
都
比
売
神
社
が
神

領
を
寄
進
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
高
野
山
と
深
い

関
係
に
あ
る
神
社
で
あ
る
。

　

花
盛
祭
は
ご
祭
神
に
花
を
供
え
春
の
訪
れ
を

寿
ぐ
祭
り
で
、
季
節
の
花
が
参
道
を
飾
り
、
神

前
へ
の
供
物
に
も
花
が
添
え
ら
れ
る
。
祝の

り

詞と

奏

上
、
子
供
達
に
よ
る
神
楽
舞
、
参
拝
者
の
玉た

ま

串ぐ
し

奉ほ
う

奠て
ん

が
お
ご
そ
か
に
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
地
は
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」

の
一
つ
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
「
神
仏
習
合
」
が
あ
る
。

お
山
へ
の
信
仰
心
と
仏
教
と
が
融
和
し
た
場
所
。

水
の
神
、
山
の
神
に
感
謝
し
、
花
を
供
え
る
。

仏
前
の
供
花
も
同
じ
心
で
行
わ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
今
も
昔
も
、
花
が
人
の
気
持
ち
の
橋
渡

し
を
し
て
く
れ
て
い
る
。

㊧花を浮かべた石の花瓶。拝殿両脇にあり、古代インドの満瓶を思わせる。

清々しい青竹に季節の花が。高野山で空海が催した万華会と関係があるのかも。

子供神楽の奉納。平安を願う浦安の舞だ。雅
が

楽
がく

に鈴の
音が重なる。桜の挿頭（かざし）に春を感じる。

和歌山県伊都郡かつらぎ町の JR 笠田駅で下車。柿、梅、
桃、梨、りんご、ぶどう、みかん等の畑が点在する。

樹齢 600 年以上、近畿最大の巨樹「十
じ ご せ

五社の楠
くすのき

」。笠田駅から徒歩 5 分。かつて
十五社明神が鎮座する妙楽寺の境内だったが、今は楠の下に小さなお堂が一つ。

11
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生
命
を
生
み
出
す
豊
穣
の
壺　
　
　

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
と
器
の
図
像
を
時
代
を
遡
っ
て
探
す
う
ち
、

古
代
イ
ン
ド
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満ま

ん

瓶び
ょ
う）

に

た
ど
り
着
い
た
。
そ
れ
は
ど
う
や
ら
宇
宙
、
生

命
の
母
胎
の
イ
メ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

仏
教
が
起
こ
り
、
釈し

ゃ

迦か

の
教
え
を
伝
え
継
ぐ

た
め
に
遺
骨
を
納
め
た
仏ぶ

っ

塔と
う

（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）

が
各
地
に
つ
く
ら
れ
た
が
、
仏
塔
は
釈
迦
の
墓

と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
迷
い
の
世
界
を
抜
け

出
し
た
悟
り
の
境
地
そ
の
も
の
で
あ
り
、
万
物

が
生
ず
る
源
（
卵
）
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
よ

う
だ
。
ゆ
え
に
そ
の
装
飾
に
は
溢あ

ふ

れ
出
る
生
命

を
表
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も

特
に
大
切
な
の
が
壺
か
ら
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
る

文
様
、
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
で
あ
っ
た
。

　

イ
ン
ド
文
化
省
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
イ
ト
で

紀
元
前
２
世
紀
の
仏
塔
の
装
飾
文
様
を
閲
覧
で

き
る
。
生
き
生
き
と
し
た
動
物
や
植
物
が
石
に

刻
ま
れ
て
い
る
。
ど
の
文
様
も
躍
動
感
が
あ
り
、

デ
ザ
イ
ン
的
に
も
素
晴
ら
し
い
の
で
一
部
を
転

載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
③

④
⑤
㉒
）
は
他
に
も
8
つ
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

特
に
大
切
な
文
様
な
の
だ
ろ
う
。

　

壺
か
ら
命
が
湧
き
出
る
。
命
の
水
が
湧
き
出

る
。
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
に
は
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

紀元前３世紀にアショーカ王が建てた仏塔が中央インドのサーンチーに現存している。紀元前
2 世紀以降に増築や玉垣・塔門が追加された。図②〜⑯㉒は第 2 仏塔の玉垣の装飾文様の一部。

③④⑤㉒は壺からハスが生まれ出る文様でプルナ・カラサ（満瓶）と呼ばれる。蕾、開花、葉
が彫られ、⑤には鳥も。
②は亀の口からハスが出ているが、左ページの絵㉑とイメージが重なる。よく見ると熱帯スイ
レンも混じっているように見える。㉑の青いスイレンの球根はまるで壺のようだ。
⑥はマカラ（インド神話に登場する怪魚）。⑦は象。⑧は孔雀。⑨は羽根のあるライオンか。
⑩から⑭はハスの様々な文様。デザインセンス抜群だ。⑮はハスの周りを２種の蔓が蛇のよう
に絡み合う。⑯のハスの周りはトリシューラと呼ばれる三叉文様。三宝（仏、法、僧）を表す。

出展：②〜⑯㉒  https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_by_category/1049

①

②

③

④

⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

⑫

⑬

⑭

⑮

⑥⑪⑯

サーンチーの第 2 仏塔。石の玉垣に様々
な文様が彫られている。

出展：①⑰  https://www.greatmirror.com/
index.cfm?navid=748

玉垣（欄
らん

楯
じゅん

・ベディカ）
　　↓　

さ
か
の
ぼ
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写
真
⑰
は
紀
元
前
3
世
紀
に
仏
教
に
帰き

依え

し

た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
各
地
に
建
て
た
大
き
な
石

柱
の
先
端
部
で
、
獅
子
の
下
に
あ
る
の
は
ハ
ス

の
花
（
開
花
し
て
反
り
返
る
姿
）
と
さ
れ
て
い

る
が
、
水
が
壺
か
ら
溢
れ
出
て
い
る
様
に
も
見

え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
プ
ル
ナ
・
カ
ラ

サ
か
ら
湧
き
出
る
水
が
漲

み
な
ぎ

る
生
命
を
支
え
養
う

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
王
が
感
銘
を
受
け
た
釈
迦

の
教
え
を
、
湧
き
出
る
水
で
表
現
し
た
の
で
は
。

　

さ
て
古
代
の
仏
塔
に
も
ど
ろ
う
。
表
面
の
装

飾
は
剥は

が
れ
て
い
る
が
、
そ
の
装
飾
石
板
（
⑱
）

で
仏
塔
の
様
子
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
プ
ル
ナ
・

カ
ラ
サ
が
ぐ
る
り
と
取
り
巻
き
（
⑲
）、
中
央
下

に
も
一
対
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
が
見
え
る
（
⑳
）。

実
際
の
仏
塔
入
口
に
も
石
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ

が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
気
が
つ
い
た
。
以
前
紹
介
し
た
東
大

寺
大
仏
開
眼
供
養
の
一
対
の
供く

花げ

も
プ
ル
ナ
・

カ
ラ
サ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
㉔
）。
そ
の

時
導ど

う

師し

を
務
め
た
の
は
来
日
中
の
イ
ン
ド
僧
・

菩ぼ

提だ
い

僊せ
ん

那な

（
ボ
ー
デ
ィ
セ
ー
ナ
）
で
あ
る
。
彼

の
指
導
で
器
を
作
り
ハ
ス
の
造
花
を
立
て
て
一

対
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
が
で
き
あ
が
る
。
盧る

舎し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

の
前
に
置
か
れ
、
大
仏
殿
に
命
を
吹
き
込

む
。
生
命
を
生
み
出
す
水
が
満
た
さ
れ
た
豊
穣

の
壺
か
ら
花
が
咲
き
散
華
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。

　

あ
く
ま
で
も
私
の
想
像
で
あ
る
。

⑰⑱

⑲⑳

㉑㉒㉓㉔

⑱インド南部アマラーヴァティー出土の装飾石板で実際の仏塔が想像できる。部分拡大するとあちらこちらにプルナ・カラサが（⑲⑳）。
出展：⑱⑲⑳  https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1880-0709-79　（大英博物館の公式サイト）

供花のルーツを探していて古代インドのプルナ・カラサに行き着いた。それは溢れ出る生命の象徴としての壺でありハスであった。

㉑熱帯睡蓮（エジプトロータス）出展：「花の王国 1 園芸植物」荒俣宏著／平凡社。㉒サーンチー第２仏塔の玉垣装飾。㉓アマラーヴァティー出土の仏
塔装飾石板の部分。出展：https://vmis.in/ArchiveCategories/gallery?search=amaravati　㉔「東大寺大仏縁起絵巻」大仏開眼供養の供花。出典：https://
www.wikiwand.com/ja/ 東大寺盧舎那仏像

アショーカ王石柱頭部
（サーンチー博物館）

↓

↓

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓
↓
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プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
の
今
と
昔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
と
器
の
図
像
を
探
る
う
ち
に
古
代
イ
ン

ド
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満
瓶
）
に
た
ど
り

着
い
た
が
、
そ
れ
は
「
豊
か
さ
と
溢
れ
る
生

命
力
」
を
象
徴
し
て
い
た
。

　

そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
私
達
が
器
に
花
を
い

け
た
時
に
「
命
の
輝
き
」「
生
命
の
神
秘
」
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
と
、
深
い
と
こ

ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

手
に
し
た
花
を
生
か
そ
う
と
無
心
に
な
っ

肩から川を出す神「エンキ」が山に足をかけて
いる。円筒印章の印影。前 2300 年。大英博物館。
出展：図④⑤⑥ https://www.britishmuseum.org/
collection/object/W_1891-0509-2553

て
生
け
る
こ
と
は
、
イ
ン
ド
哲
学
的
に
言
え
ば

「
小
宇
宙
（
個
人
）
と
大
宇
宙
（
宇
宙
）
の
関
係
」

を
体
感
し
、
そ
れ
を
形
に
し
て
い
る
と
も
言

い
換
え
ら
れ
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
今
も
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
は
大

切
な
ア
イ
テ
ム
だ
。
古
典
的
な
イ
ン
ド
芸
術

の
8
つ
の
縁
起
の
良
い
シ
ン
ボ
ル
の
1
つ
で

あ
り
、
人
生
の
充
足
と
繁
栄
を
象
徴
し
て
い

る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
家
庭
で
は
伝
統
的
に

儀
式
や
結
婚
、
出
産
に
関
連
す
る
祭
典
に
お

い
て
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
壺
か
ら
生
え
出
る
ハ
ス
で
は
な

く
、
水
を
入
れ
た
壺
に
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
を
入

れ
、
そ
の
上
に
コ
コ
ナ
ッ
ツ
が
置
か
れ
、
花

の
供
物
が
ト
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
る
（
図
①
②
）。

　

壺
は
地
球
、
子
宮
、
個
人
、
信
者
の
心
に

た
と
え
ら
れ
、
水
は
生
命
を
生
み
出
す
創
造

的
な
力
と
見
な
さ
れ
、
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
は
愛

の
神
カ
ー
マ
を
表
す
豊
か
さ
の
象
徴
で
あ
り
、

と
き
に
は
五
感
を
表
す
。
換
金
作
物
の
コ
コ

ナ
ッ
ツ
は
繁
栄
と
豊
か
さ
、
深
い
意
味
で
は

神
の
頭
ま
た
は
意
識
を
象
徴
す
る
。
そ
の
固

い
殻
は
人
に
寛
容
さ
を
与
え
、
成
功
を
達
成

す
る
た
め
に
一
生
懸
命
働
く
よ
う
に
促
す
。

コ
コ
ナ
ッ
ツ
は
ま
た
、
寺
院
の
神
の
前
で
砕

か
れ
、
魂
が
エ
ゴ
の
殻
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　

プ
ル
ナ
カ
ラ
サ
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神

話
の
5
つ
の
原
始
的
な
要
素
と
も
関
連
付
け

ら
れ
る
。 

壺
の
広
い
下
部
は
「
地
」、
広
が
っ

た
中
央
部
は
「
水
」、上
部
ま
た
は
首
は
「
火
」、

口
は「
風
」を
表
し
、 

コ
コ
ナ
ッ
ツ
と
マ
ン
ゴ
ー

の
葉
は
「
虚
空
」 

を
表
し
て
い
る
。 

　

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
に
よ
っ
て
人
は
世
界
と

繋
が
り
、
条
件
付
き
の
存
在
か
ら
解
放
さ
れ

る
。 

　
（
参
考
：
「The Conceptual, Cultural and Artistic 

Significance of Purna-Kalasa and its U
se in H

indu 

and M
uslim

 Architecture of the Subcontinent

」

N
aela Aam

ir 

（U
niversity of the Punjab, Lahore, 

Pakistan. 

））

　

古
代
イ
ン
ド
の
研
究
者
、
ア
グ
ラ
ワ
ラ
博

士
の
「
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
」
に
関
す
る
書
物
（
図

③
）
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

　
「
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
は
最
も
初
期
の
時
代
か

ら
神
秘
的
な
生
命
力
の
目
に
見
え
る
象
徴
と

し
て
、
ま
た
美
と
縁
起
の
良
い
装
飾
的
な
モ

チ
ー
フ
と
し
て
人
気
が
あ
り
、
イ
ン
ド
文
明

の
時
代
を
通
し
て
存
在
し
て
き
た
。」

　
「
崇
拝
や
儀
式
に
お
い
て
神
ま
た
は
ゲ
ス
ト

に
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
を
提
供
す
る
と
い
う
イ

ン
ド
の
普
遍
的
な
慣
習
が
あ
る
。」

　

古
い
時
代
の
叙
事
詩
に
、
王
妃
が
通
る
道

を
金
や
銀
の
壺
に
ハ
ス
を
挿
し
て
飾
っ
た
と

い
う
記
述
も
あ
る
そ
う
だ
。

　

そ
し
て
こ
の
本
の
巻
末
に
は
補
足
と
し
て
、

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
の
起
源
を
考
え
る
上
で
、

現在のプルナ・カラサ。ヒンドゥーの祭典で重
要な意味を持つ。出展　図①：https://www.wordzz.
com/kalash/。図②：https://www.nithyananda.org/photo-
gallery/nithyananda-diary-7th-august-2013-photos#gsc.
tab=0

「Purna Kalasa or The Vase of Plenty」 
Prithvi K. Agrawala 著。

①②

③

④

テキスト 697
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エンキが王座に座り、肩から流れ出る川に魚が見える。高さ 3.9cm。
前 2250 年。大英博物館。
出展：https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1911-0408-7

円筒印章（シリンダー・シール）は円筒形の石の表面に図像を彫り、粘土板に回転さ
せて押印する。「Adda 」の印章。左から狩猟神、イシュタル、太陽神、エンキ、ウシム。
高さ 3.9cm。前 2300 年。シッパル (?)。大英博物館。

円筒印章印影

ひざまずく 4 人の英雄。うち 1 人の頭に水が湧き出る壺
が見られる。前 2220 〜 2159 年。アッカド、メソポタミ
ア。高さ 2.8 cm。メトロポリタン美術館。出展：https://
smarthistory.org/cylinder-seals/

「アッカド王シャル・カリ・シャリ」の印影。2 人の英雄が水が湧き
出る壺を持つ。スイギュウのいるインダスと、メソポタミアが交流し
ていたことが読みとれる。高さ 3.9cm。前 2217 〜 2193 年。ルーヴ
ル美術館。出展：https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010147030

⑪ ラガシュの王子グデア。農業の女神ゲシュティンアンナに捧げるための、水が
湧き出る壺を持つ。前 2120 年頃。ルーブル美術館。⑫ 水の流れに魚が見える。
出展：図⑪⑫ https://collections.louvre.fr/en/recherche?q=Gudea

無限の水が流れ出る壺を示す石灰岩の記念碑の
一部。グデアの時代。大英博物館。出展：https://
www.britishmuseum.org/collection/search?agent=Gudea
この図像はグデア以前、アッカド王国時代から
見られる（図⑧⑨）

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
水
が
溢
れ
出
る
壺
」
が

紹
介
さ
れ
て
い
た
（
図
⑩
）。「
グ
デ
ア
の
ビ
ー

カ
ー
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

グ
デ
ア
は
紀
元
前
22
世
紀
頃
、
ア
ッ
カ
ド
王

国
滅
亡
後
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
南
部
ラ
ガ
シ
ュ

の
支
配
者
で
、
神
に
祈
る
グ
デ
ア
自
身
の
石

像
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
水

が
溢
れ
出
る
壺
を
持
っ
た
も
の
も
あ
る
の
だ

が
（
図
⑪
⑫
）、
そ
も
そ
も
こ
の
水
の
表
現
は

シ
ュ
メ
ー
ル
神
話
に
登
場
す
る
水
の
神
「
エ

ン
キ
」
の
図
像
に
見
ら
れ
る
。

　

紀
元
前
23
世
紀
の
円
筒
印
章
（
円
筒
形
の

ハ
ン
コ
）
に
、
肩
か
ら
川
が
湧
き
出
る
エ
ン

キ
の
姿
が
彫
ら
れ
て
い
る
（
図
④
⑤
⑥
⑦
）。

　
「
エ
ン
キ
」
に
は
「
地
の
王
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
そ
う
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
源
と
解

釈
す
る
と
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
プ
ル
ナ
・
カ

ラ
サ
と
の
繋
が
り
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

太
古
か
ら
の
清
烈
な
水
の
流
れ
。
人
は
水

に
豊
か
な
生
命
力
の
源
を
感
じ
と
り
、
壺
と

花
の
造
形
を
生
ん
だ
。
過
去
に
自
然
と
人
の

関
係
か
ら
様
々
な
美
が
創
造
さ
れ
て
き
た
。

　

い
け
ば
な
も
そ
の
一
つ
な
の
だ
と
思
う
。

※
こ
の
ペ
ー
ジ
の
図
は
古
い
時
代
か
ら
順
番
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

⑤⑥

⑦

⑧

⑩⑪

⑨

⑫



38

国宝「刺繍釈迦如来説法図」の部分。
後ろ向きの女性（大西説では武則天）がハスの
生え出るガラス（？）の壺を釈迦如来（大西説
では弥勒仏）に捧げ持っている。その上に植物
が生い茂る池のようなものがあるが天界の泉か。
手に持つ壺と関連があるのだろうか。

日
本
に
来
た
満
瓶   

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

こ
れ
ま
で
壺
か
ら
蓮
が
生
え
出
る
図
像
「
プ

ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満ま

ん

瓶び
ょ
う）」

が
古
代
の
イ
ン
ド

で
生
ま
れ
た
こ
と
を
見
て
来
た
。
壺
に
満
た

さ
れ
た
水
は
生
命
の
源
で
あ
り
、
生
え
出
る

ハ
ス
は
力
強
い
生
命
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

　

イ
ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
と
仏
教
が

伝
わ
る
中
で
、
満
瓶
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ

う
。

　

仏
教
が
伝
わ
っ
て
１
５
０
年
頃
の
日
本
に
、

ハ
ス
が
生
え
出
る
壺
の
図
が
存
在
し
て
い
た
。

奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
の
国
宝
「
刺し

繍
し
ゅ
う

釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

説せ
っ

法ぽ
う

図ず

」（
図
③
）
に
満
瓶
に
似
た
図
像

を
み
つ
け
た
。（
図
①
）。

　

丸
い
壺
の
口
に
ハ
ス
の
花
と
葉
が
見
え
る
。

壺
の
飾
り
も
イ
ン
ド
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
に

似
て
い
る
。
今
ま
さ
に
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
た

と
い
う
感
じ
が
す
る
。
刺し

繍し
ゅ
うで

表
現
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
７
〜
８
世
紀
頃
の
中
国
仏
教

に
関
わ
り
を
持
ち
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の

の
よ
う
だ
。

　

と
て
も
高
度
な
刺
繍
に
よ
る
仏ぶ

つ

画が

（
繍

し
ゅ
う

仏ぶ
つ

ま
た
は
繍

し
ゅ
う

帳ち
ょ
うと

呼
ば
れ
る
）
で
、
い
つ
何
処

で
誰
が
作
ら
せ
た
の
か
の
記
録
は
な
い
。

　

樹
の
下
で
腰
掛
け
る
赤
い
衣
の
如
来
が
大

き
く
描
か
れ
、
左
右
に
菩
薩
た
ち
、
そ
の
上

に
奏
楽
天
人
た
ち
、
下
方
に
は
俗
人
や
比び

丘く

（
仏
教
僧
）
が
居
並
ぶ
中
で
、
中
央
に
後
ろ
向

き
の
女
性
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の
図
の
解
釈

や
製
作
地
（
日
本
か
中
国
か
）
に
は
様
々
な

説
が
あ
る
よ
う
で
、
ど
の
説
が
正
し
い
の
か

分
か
ら
な
い
が
、
中
国
史
上
唯
一
の
女
帝
で

あ
る
武ぶ

則そ
く

天て
ん

（
則そ

く

天て
ん

武ぶ

后こ
う

）
が
宮
廷
工
房
で

作
ら
せ
た
と
す
る
大
西
磨
希
子
氏
（
仏
教
大

学
教
授
）
の
説
が
興
味
深
い
。

　

武
則
天
は
６
９
０
年
に
皇
帝
の
座
に
つ
く

時
、
女
帝
出
現
を
予
言
し
た
経
典
が
あ
る
こ

と
を
理
由
に
自
分
の
正
当
性
を
誇
示
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
10
人
の
沙し

ゃ

門も
ん（

仏
教
僧
）

の
協
力
を
得
た
記
録
が
あ
り
、
こ
の
図
像
と

一
致
す
る
。
自
分
が
理
想
的
統
治
者
で
あ
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
出
す
た
め
に
作
ら

せ
た
繍
仏
だ
と
す
る
の
が
大
西
氏
の
説
だ
。

７
０
２
年
に
日
本
か
ら
遣
唐
使
が
長
安
を
訪

れ
、
武
則
天
に
拝は

い

謁え
つ

し
た
折
に
賜

た
ま
わ

っ
た
も
の

と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
他
の
説
と
比
べ
て

み
て
、
一
番
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
後
ろ
向
き
の
女
性
の
と
な
り
に
、
花
が
盛

ら
れ
た
水
盤（
供く

花げ

）を
捧さ

さ

げ
持
つ
僧
が
い
る
。

武
則
天
（
後
ろ
向
き
の
女
性
）
は
中
央
の
弥み

勒ろ
く

仏ぶ
つ

（
大
西
説
に
よ
る
）
に
向
か
い
、
ハ
ス

の
生
え
出
る
壺
を
右
手
に
持
っ
て
い
る
。
壺

は
青
い
ガ
ラ
ス
製
だ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
は
供

花
と
い
う
よ
り
も
、
清
ら
か
な
水
を
弥
勒
仏

に
捧
げ
て
い
る
（
も
し
く
は
授
か
っ
た
）
よ

う
な
感
じ
だ
。
命
を
生
み
育
む
、
生
命
の
源

と
し
て
の
水
が
、
こ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場

面
に
命
を
吹
き
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　
よ
く
似
た
図
像
が
2
〜
3
世
紀
の
イ
ン
ド

仏
教
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
（
図
⑥
）。

神
々
が
ハ
ス
の
生
え
た
丸
い
壺
を
持
ち
、
そ

こ
か
ら
天
界
の
神
聖
な
水
を
仏ぶ

っ

陀だ

の
居
場
所

に
そ
そ
ぎ
、
祝
福
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ハ

ス
の
生
え
た
壺
は
天
界
の
清
浄
な
水
を
表
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
絵
の
解
釈
は
と
も
あ
れ
、
飛
鳥
時
代
末
期

の
日
本
に
、
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満
瓶
）
に

似
た
図
像
が
存
在
し
た
の
だ
。
ハ
ス
の
生
え

る
壺
の
図
像
は
、
当
時
の
日
本
人
に
何
か
を

も
た
ら
し
た
は
ず
で
あ
る
。

国宝「刺繍釈迦如来説法図」の部分。
赤い紐

ひも

飾
かざ

りのある丸いガラス（？）の壺から、ハ
スの花と葉が出ている。いけばな的に見ると、水
際立ったシンプルな生花（せいか）のようにも見
える。

①

②

テキスト 698
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国
宝
「
刺
繍
釈
迦
如
来
説
法
図
」。
京
都
・
勧
修
寺
（
か
じ
ゅ
う
じ
）
に
伝

え
ら
れ
、「
勧
修
寺
繍
帳
（
繍
仏
）」
の
名
で
も
呼
ば
れ
る
。

縦207

・ 

横157cm

。
8
世
紀
。
奈
良
国
立
博
物
館
。

出
展
①
②
③
④
⑤
：https://w

w
w

.narahaku.go.jp/collection/647-0.htm
l

中
央
の
釈
迦
如
来
（
大
西
説
で
は
弥
勒
仏
）
を
囲
う
よ
う
に
上
か
ら
六
仙
人
、

十
二
奏
楽
天
人
、
十
四
菩
薩
、
十
比
丘
、
十
二
供
養
者
が
描
か
れ
て
い
る
。

大
西
説
で
は
弥
勒
菩
薩
が
弥
勒
如
来
と
な
っ
て
兜
率
天
か
ら
現
れ
る
と
い
う

下
生
信
仰
に
か
け
て
、
現
世
を
救
う
弥
勒
仏
に
自
分
を
か
さ
ね
た
武
則
天
の

強
い
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

座
の
背
に
は
壺
の
装
飾
が
見
え
る（
図
④
）。天
界
の
浄
水
が
満
ち
て
い
る
？
。

国宝「刺繍釈迦如来説法図」の部分。
菩薩の一人がハスが挿された水

すい

瓶
びょう

（浄
じょう

瓶
へい

）を持つ。花による供養を表すものか。
唐時代の中国で、実際にこのような瓶
花がいけられることもあったのだろう
か。

【
参
考
】

「
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵　

刺
繍
釈
迦
如
来
説
法
図
の
主
題

ー
則
天
武
后
期
の
仏
教
美
術
ー
」
大
西
磨
希
子

　
　
『
仏
教
史
学
研
究
57
巻
』（
仏
教
史
学
会
）
２
０
１
５
年
３
月

イ
ン
ド
、ア
マ
ラ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
出
土
の
石
板
。
2
〜
3
世
紀
。「
菩
提
樹
の
崇
拝
」

神
々
が
ハ
ス
の
花
が
咲
く
壺
を
持
ち
、
聖
な
る
木
に
天
界
の
神
聖
な
水
を
注
い

で
い
る
。
菩
提
樹
＝
仏
陀
を
祝
福
す
る
と
と
も
に
、
清
浄
な
場
所
で
あ
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
。

出
展
⑥
：https://vm

is.in/ArchiveCategories/gallery?search=am
aravati

③

④

⑤⑥

〈
情
報
〉

奈
良
国
立
博
物
館
・
特
別
展

「
奈
良
博
三
昧
、
至
高
の
仏

教
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

前
期
展
〜
8
月
15
日
に

国
宝
「
刺
繍
釈
迦
如
来
説
法

図
」
が
出
品
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
作
品
が
写
真
撮
影

可
能
だ
そ
う
で
す
。
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立
花
時
勢
粧
３
３
３
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

仙
溪

　

江
戸
時
代
前
期
の
１
６
８
８
年

（
貞
享
５
年
・
元
禄
元
年
）
に
桑
原

冨
春
軒
仙
溪
の
『
立
華
時
勢
粧
』
が

木
版
刷
り
で
出
版
さ
れ
て
今
年
で
丁

度
３
３
３
年
に
な
る
。

　

１
１
８
の
絵
図
か
ら
な
る
『
立
花

時
勢
粧
３
巻
』
と
、
花
材
の
解
説
か

ら
始
ま
る
立
花
の
手
引
き
書
『
立
花

秘
傳
抄
５
巻
』
の
合
わ
せ
て
８
冊
か

ら
な
る
花
伝
書
で
あ
る
。

　

以
前
こ
の
「
テ
キ
ス
ト
」
で
そ
の

膨
大
な
内
容
を
５
年
半
に
わ
た
り
紹

介
し
た
が
、
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の

の
無
い
絵
図
に
は
植
物
の
個
性
と
息

吹
が
見
て
取
れ
、
ま
た
様
々
な
故
事

や
書
物
を
引
き
な
が
ら
の
手
引
き
書

は
、
流
祖
の
豊
富
な
知
識
を
感
じ
る

と
共
に
、
揺
る
ぎ
な
い
花
道
理
念
が

伝
わ
っ
て
く
る
。

　

植
物
を
見
つ
め
そ
の
生
命
を
尊
重

し
、
自
然
の
妙
を
花
と
共
に
つ
く
る

こ
と
が
、
桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
の

根
本
理
念
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

さ
て
、延
享
２
年
（
１
７
４
５
年
）

の
京
都
案
内
『
京

き
ょ
う

羽は

二ぶ
た

重え

大
全
』
に

「
立
花
師　

富
春
軒
桑
原
仙
溪
流　

桑
原
権
左
衛
門
」
と
あ
る
の
で
紹
介

し
て
お
き
た
い
。

　

１
６
８
５
年
の
初
版
以
降
何
度
も

改
正
版
が
出
て
い
て
、
時
代
順
に
見

る
と
流
派
が
増
え
て
い
く
様
子
が
わ

か
る
。

　
「
立
花
時
勢
粧
」
３
３
３
年
と
「
テ

キ
ス
ト
」
７
０
０
号
の
節
目
に
、
流

派
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
た
。

『改正増補・京羽二重大全８巻』延享２年（1745）の巻 1 序文。

『京羽二重』は京都の実用的な地誌・観光案内で「諸師諸芸」の項目に茶湯者など
と共に立花師も紹介されている。
初版（貞享２年（1685））では立花師は「池之坊」と「大住院」だったのが、60
年後の改正版（①②）では「池之坊」に「富春軒桑原仙溪流」が加えられている。

出展①②③④：京都府立総合資料館所蔵（ARC 古典籍ポータルデータベース）　
https://www.dh-jac.net/db1/books/results.php?f3= 京羽二重

『改正増補・京羽二重大全 巻の三』 
延享２年（1745）の部分。
出版間際に富春軒桑原仙溪流が加
えられている。５世家元の頃か。

『明和新増・京羽二重大全 巻の三』
明和５年（1768）の部分。
延享版に続き「立花師」として池之坊
と当流が紹介され、続いて「茶湯者」
５人の名があり当時の様子が偲ばれる。

『文化増補・京羽二重大全 巻の三』文化７年（1810）の部分
「立花 生花」「生花 並 砂物」に９人を紹介。

①

②③

④
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文も
ん
あ
み

阿
弥
花
伝
書　
　
　
　
　

  　

仙
溪

　

縁
あ
っ
て
鹿ろ

く

王お
う

院い
ん

で
花
を
い
け
さ
せ
て
頂

け
た
の
で
、
鹿
王
院
に
伝
わ
る
『
文
阿
弥
花

伝
書
』
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
花
伝
書
（
3
巻
の
巻
物
で
お
そ
ら
く

後
世
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
）
は
供く

花げ

の
功

徳
や
挿
法
・
飾
り
方
に
つ
い
て
仮
名
交
じ
り

文
で
書
か
れ
、
所
々
に
彩
色
の
絵
図
が
あ
り
、

各
巻
末
尾
に
綉と

う

谷こ
く

庵あ
ん

文
阿
弥
の
名
が
あ
る
。

　

序
文
に
、
仏
前
の
供
物
の
中
で
花
を
最
も

尊
い
も
の
と
位
置
づ
け
、
花
を
嗜

た
し
な

む
こ
と
で

現
世
で
楽
し
み
来
世
で
救
わ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
と
説
い
て
い
る
。

　

花
伝
書
と
し
て
は
最
初
期
の
内
容
と
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
詳
し
い
研
究
が
さ
れ
て
い
な

い
の
が
残
念
。
こ
こ
に
序
文
全
文
を
紹
介
す

る
。

　
｛『
大
和
文
華 

第
48
号
』
掲
載
の
釈
文
（
読

み
や
す
く
直
し
た
文
）
を
参
考
に
し
た
が
、

段
落
で
区
切
り
、
仮
名
を
漢
字
に
す
る
な
ど

し
た
。
間
違
い
が
あ
れ
ば
ご
指
摘
願
い
た
い
。｝

序じ
ょ

曰

　

夫そ

れ
、
こ
の
界
は
須し

ゅ

弥み

の
南な

ん

贍せ
ん

部ぶ

州し
ゅ
う、

天

笠
太
唐
日
本
三
国
之こ

れ

に
同
じ
、
其そ

の
中
に
於お

い
て
我
が
朝

ち
ょ
う

万
勝
た
り
。

　

先
ず
神
国
な
る
が
ゆ
え
に
仏
法
に
近
し
。

諸
宗
の
元
祖
三
国
に
渡
る
に
、
諸
経
論
秘
伝

尤も
っ
とも

こ
の
国
に
収
ま
る
な
り
。
さ
れ
ば
日
域

に
生
ず
る
人
、
知
恵
の
か
し
こ
き
事
万
鏡
を

磨
き
、
心
の
ゆ
る
き
事
四
海
に
満
つ
。

　

し
か
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
身
の
嗜

た
し
な

み
学
す

る
事
は
身し

ん

躰た
い

に
影
の
応
ず
る
が
ご
と
く
、
心

闇あ
ん

々あ
ん

た
れ
ば
影
う
つ
る
事
な
し
。
玉
磨
か
ざ

れ
ば
光
な
き
が
ご
と
し
。
た
ま
た
ま
請う

け
が

た
き
人
生
を
請
け
、
生
ま
れ
難
き
国
に
生
ず

る
事
有
り
難
き
宿
因
と
思
い
、
一い

ち

弾だ
ん

指し

の
間

も
い
た
づ
ら
に
日
を
送
る
事
な
か
れ
。
こ
こ

を
わ
き
ま
え
ざ
る
人
は
な
げ
か
し
き
や
。
三

界
六
道
に
輪
廻
し
悪
道
に
堕だ

せ
し
め
ん
基

も
と
い

な

る
べ
し
。
今
生
後
生
の
た
め
に
諸
芸
を
嗜

た
し
な

む

べ
し
。

　

し
こ
う
し
て
仏
神
三
宝
に
六
種
の
供
物
あ

り
。
そ
の
中
に
と
り
わ
き
花
供
尤も

っ
とも

勝ま
さ

り
た

り
。
又
翫

も
て
あ
そぶ

事
私
な
ら
ず
、
こ
の
道
に
深
く

わ
け
入
り
、
深
真
不
思
議
の
信
号
を
六
ち
ん

に
そ
み
（
六
陳
に
染
み
？
）、
教
え
の
如
く
に

翫
ぶ
な
ら
ば
、
仏
道
修
行
に
も
こ
こ
無
二
無

三
の
教

き
ょ
う

行ぎ
ょ
うに

あ
ら
ず
や
。　

　

先ま

ず
躰
色
こ
の
理

こ
と
わ
りを

も
っ
て
と
る
に
、
地

水
火
風
空
の
五
躰
な
り
。
青

し
ょ
う

黄お
う

赤
し
ゃ
く

白
び
ゃ
っ

黒こ
く

、

色
こ
れ
に
顕

あ
ら
わ

れ
法ほ

う

報ほ
う

応お
う

の
三
身
も
こ
れ
あ
り
。

五
音
に
五
の
響
き
ま
で
も
顕

あ
ら
わ

れ
た
り
。
そ
の

ゆ
え
は
五
躰
六
色
具
足
し
ぬ
れ
ば
、
す
な
わ

ち
三
身
万
徳
の
悟
り
あ
り
。
こ
れ
を
識し

る
事

は
易や

す

か
る
べ
き
か
な
。
又
難か

た

か
る
べ
き
か
な
。

た
だ
す
べ
か
ら
く
師
の
伝
来
を
も
っ
て
教
え

と
す
。

　

心
に
得
た
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
悟
り
と
定

む
べ
し
や
。
心
を
千
ま
た
に
わ
か
ち
、
勢
を

天
地
に
馳
せ
て
こ
の
道
を
心
え
べ
き
事
肝
要

な
り
。
た
と
え
ば
万
木
千
草
こ
と
ご
と
く
も
っ

て
四
季
折
々
の
風
情
を
た
も
つ
事
、
釈
尊
の

深
入
禅
定
観
見
法
界
、
草
木
国
土
悉
皆
成
仏

と
法
華
経
に
説と

き
ま
し
ま
す
事
も
、
釈
尊
一

念
の
上
な
る
べ
し
。
森
羅
万
象
有
情
非
情
の

上
を
な
べ
て
草
木
国
土
と
名
を
さ
し
て
の
べ

給
う
と
見
え
た
り
。
何
事
か
疎

お
ろ
そ

か
な
ら
む
や
。

　

松
杉
を
し
ん
（
西
教
寺
に
伝
わ
る
文
阿
弥

花
伝
書
に
は
「
身
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
）

に
用
う
は
真
如
実
相
の
心
と
得
べ
し
。
開
落

の
花
は
随
縁
真
如
の
道
理
と
心
得
べ
し
。
又

四
季
に
変
ぜ
ざ
る
草
を
ば
不
変
随
縁
と
も
真

如
平
等
と
も
観
す
べ
し
。
花
を
翫
ぶ
事
は
仏

世
に
た
と
え
ば
釈
尊
一
代
教
法
に
は
華
厳
経

の
説
と
心
得
べ
し
。
も
っ
と
も
荘
厳
第
一
の

文阿弥花伝書と伝わるものは滋賀の西教寺
に 7 巻、九州国立博物館に残巻 1 巻、他に
もあり、鹿王院のものには天承元年（1131）
の日付がある。

『特別展 いけばな 歴史を彩る日本の美』図録より
（2009）p42-43

鹿王院山門からの長い石畳。苔生
む

した紅
もみ

葉
じ

の林を真っ直ぐな道が続く。清浄な空気に
癒やされる。
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利
益
な
り
。
花
を
挿す

げ
る
室
に
は
諸
天
来
迎

あ
り
、
天
人
も
影よ

う

向ご
う

し
た
ま
う
な
り
。

　

春
は
諸
花
の
開
落
の
枝
を
ま
じ
え
、
匂
ふ

ん
ぷ
ん
と
し
て
袖
に
う
つ
る
事
は
、
栴せ

ん

檀だ
ん

の

林
に
入
り
て
さ
な
が
ら
栴
檀
を
翫
ぶ
に
こ
と

な
ら
ず
。
峨が

が々

た
る
枯
れ
木
の
こ
ず
え
は
鉾

を
立
て
た
る
が
ご
と
し
。
苔
の
ひ
ま
よ
り
み

ど
り
少
々
わ
ひ
出
、
若
木
を
そ
ね
む
に
似
た

り
。
沙
羅
双
樹
の
か
り
（
殯

も
が
り

？
）
に
色
を
変

ぜ
し
が
ご
と
く
。

　

夏
は
か
き
つ
ば
た
花
あ
や
め
な
ど
水
辺
に

咲
け
る
趣
で
、
す
な
わ
ち
涼
し
き
事
こ
れ
を

思
う
に
江
南
の
野
水
に
戯

た
わ
む

れ
る
が
ご
と
し
。

　

秋
は
千
種
の
花
の
朝
露
に
か
た
ぶ
き
、

己お
の
れ

々お
の
れの

色
を
う
つ
し
、
又
夕ゆ

う

時し

雨ぐ
れ

一
通
り
の

あ
と
う
ち
湿
り
、
し
ど
ろ
に
伏ふ

し
違ち

が

う
を
見

る
に
、
な
ど
か
心
を
掛
け
ざ
ら
ん
。

　

冬
は
山
野
悉

こ
と
ご
とく

お
し
な
べ
て
霜
雪
に
草
木

う
づ
も
れ
、
儚

は
か
な

き
思
い
に
も
堪た

え
ぬ
べ
き
と

こ
ろ
に
、
傍

か
た
わ

ら
を
見
れ
ば
一
も
と
菊
の
散
り

残
り
、
虫
の
住
み
か
の
名
残
か
と
哀
れ
な
り
。

　

又
山や

ま

橘
た
ち
ば
な、

深み

山や
ま

樒し
き
みな

ど
い
う
も
の
の
実
に

色
を
な
し
、
葉
に
水
を
ふ
く
み
青
々
明
々
と

あ
る
事
を
み
れ
ば
、
ま
た
枯
れ
果
て
ぬ
世
の

有
様
と
頼
み
あ
り
。

　

め
づ
ら
か
に
面
白
き
事
、
い
か
な
る
慳け

ん

貪ど
ん

放ほ
う

逸い
つ

の
人
か
こ
れ
を
そ
ね
ま
ん
や
。
四
季
折
々

の
無
常
を
知
っ
て
、
有
為
の
転
変
を
悟
ら
ざ

ら
ん
や
。
生
老
病
死
の
理

こ
と
わ
りを

し
る
べ
き
も
、

尤も
っ
とも

こ
の
一
瓶
の
う
ち
に
漏
れ
ん
や
。

　

道
俗
男
女
在
家
出
家
貴
賤
上
下
と
も
に
こ

の
花
を
翫

も
て
あ
そび

な
ば
、
当
来
に
て
は
心
を
慰

な
ぐ
さ

み

客
を
も
て
な
し
、
来
世
に
て
は
仏

ほ
と
け

の
会
場
に

往お
う

詣け
い

し
て
、
種
々
の
曼
荼
羅
に
座
し
、
種
々

の
花
を
翫
ぶ
事
疑
い
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　

挿す

げ
る
道
よ
り
悟
り
を
開
か
ん
事
決
定
な

る
べ
し
。
委

く
わ
し
い

才
覚
の
お
も
む
き
、
こ
の
一
巻

の
す
え
に
顕
了
す
。
た
だ
古
今
の
師
伝
に
ま

か
せ
、
か
く
の
如
く
な
る
べ
し
。
穴あ

な

賢
か
し
こ

他
見

あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
秘
す
べ
し
。

　　

又
曰い

わ

く
、
花
を
立
つ
事
、
仏
在
世
よ
り
今

に
至
る
ま
で
戒か

い

定
じ
ょ
う

恵え

の
三
学
を
し
め
し
給
う

そ
の
第
一
な
り
。
香こ

う

花げ

火か

を
も
っ
て
三
学
を

示
し
給
う
と
見
え
た
り
。

（
こ
の
あ
と
巻
1
に
72
、
巻
2
に
67
、
巻
3

に
9
の
事
柄
が
書
か
れ
て
い
る
。）

仏
教
と
花
の
関
係

　

文
阿
弥
花
伝
書
の
序
文
を
読
ん
で
い
て
、

「
仏
教
」
と
「
花
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
新
鮮

な
発
見
を
し
た
。

　

文
阿
弥
は
「
万
木
千
草
こ
と
ご
と
く
も
っ

て
四
季
折
々
の
風
情
を
た
も
つ
」
こ
の
世
界

で
、
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
な
が
ら
花
を
挿

す
行
為
そ
の
も
の
が
「
悟
り
」
に
繋
が
る
崇

高
な
「
嗜

た
し
な

み
」
だ
と
力
説
し
て
い
る
。

　

仏
教
の
供
花
が
い
け
ば
な
の
源
流
の
1
つ

と
分
か
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
形
式
だ
け

で
は
な
く
て
花
を
挿
す
精
神
も
育
ん
で
い
た

の
だ
。

　

仏
教
僧
が
釈
迦
の
教
え
に
近
付
こ
う
と
花

を
挿
す
う
ち
、
花
も
人
と
同
じ
な
の
だ
と
気

付
き
そ
れ
こ
そ
釈
迦
の
教
え
と
悟
る
。
花
を

慈
し
み
そ
の
個
性
を
生
か
す
よ
う
に
挿
し
た

供
花
が
自
分
も
含
め
た
人
々
の
心
を
癒
や
す
。

そ
し
て
何
よ
り
花
を
挿
す
こ
と
で
よ
り
良
く

生
き
る
た
め
の
道
が
ひ
ら
け
る
。
日
本
に
生

ま
れ
て
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
や
ら

な
い
な
ん
て
も
っ
た
い
な
い
、
と
文
阿
弥
は

熱
く
語
っ
て
い
る
。

　

花
を
尊
ぶ
気
持
ち
が
良
い
い
け
ば
な
を
生

む
の
だ
と
最
近
つ
く
づ
く
思
う
よ
う
に
な
っ

た
が
、
彼
は
同
じ
こ
と
を
書
き
伝
え
て
く
れ

て
い
る
。

足利義満筆「鹿王院」の額と客殿。
襖絵の枯葉、屏風絵、花。それぞれが響き
合い呼吸する。

鹿王院の舎利殿（現在修復中）。
中に源実朝が宋から招来した仏

ぶつ

牙
げ

舎
しゃ

利
り

（釈
尊の歯）を安置する多宝塔がある。
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「
文も
ん
あ
み

阿
弥
花
伝
書
」
の
謎　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

　

前
回
序
文
を
紹
介
し
た
が
、「
文
阿
弥
花
伝

書
（
鹿
王
院
蔵
）」
に
は
謎
め
い
た
所
が
あ
る
。

　

文
阿
弥
は
室
町
時
代
の
「
た
て
花
」
の
名

手
で
足
利
将
軍
に
仕
え
た
同
朋
衆
の
一
人
。

1
，
巻
末
の
年
号
と
日
付
の
謎

　
　

天
承
元
年　

五
月
十
三
日

　

天て
ん

承
し
ょ
う

元
年
は1131

年
、
平
安
時
代
だ
。

5
月
13
日
と
い
う
日
は
巻
3
の
最
後
に
も
「
五ご

節せ
つ

花
の
事
」
と
し
て
「
五
月
十
三
日 

竹
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
俗
説
「
竹ち

く

酔す
い

日じ
つ

」
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
日

は
竹
が
酔
っ
て
い
る
の
で
植
え
替
え
に
最
適

な
日
と
さ
れ
た
。

　

天
承
元
年
を
調
べ
て
み
る
と
、
宇
治
に
蟄ち

っ

居き
ょ

し
て
い
た
藤
原
忠た

だ

実ざ
ね

が
鳥と

羽ば

上
皇
に
呼
び

戻
さ
れ
た
年
に
あ
た
る
。

　

常
識
的
に
は
花
伝
書
の
内
容
が
平
安
時
代

の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
が
、
な
ぜ
こ
の
年

号
と
日
付
を
敢
え
て
使
っ
た
の
か
。
植
え
替

え
た
竹
が
根
付
き
育
つ
如ご

と

く
、
挿
花
の
極
意

を
伝
授
す
る
意
味
で
花
伝
書
相そ

う

伝で
ん

の
日
付
と

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
五
月
十
三
日 

竹
」
以
外
に
も
「
菊
ば
か
り
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立
て
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
他

の
花
伝
書
に
は
無
い
内
容
が
あ
り
興
味
深
い
。

2
，「
花
の
書
」「
紀
貫
之
」「
宇
治
の
宝
蔵
」

　
　
「
玉
津
島
明
神
」

わ
が
朝
に
お
い
て
、
花
の
書
宇
治
の

宝ほ
う

蔵ぞ
う

に
込
め
た
ま
う
よ
り
花
の
書
絶た

え

に
な
り
、
近
来
紀つ

ら

貫ゆ
き

能よ
く

こ
の
事
を
な

げ
き
、
宇
治
に
三
年
お
籠

こ
も
り

候
て
祈

い
の
り

の

時
、
夢む

想そ
う

に
玉た

ま

津つ

嶋し
ま

の
明

み
ょ
う

神じ
ん

へ
祈
申

せ
と
あ
り
け
れ
ば
、
則
ち
籠

こ
も
り

給た
ま

う
と

こ
ろ
に
人に

ん

形ぎ
ょ
うに

あ
ら
わ
れ
て
彼か

の

巻
物

を
賜
る
な
り
。
こ
れ
を
た
づ
ぬ
る
に
、

天
承
元
年
五
月
十
三
日
卯う

の
刻こ

く

な
り
。

　

巻
3
に
右
の
文
章
が
あ
り
「
花
の
書
」
な

る
も
の
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

紀
貫
之
（872~945

）
と
玉
津
島
明
神
の

関
係
は
能
の
「
蟻あ

り

通ど
お
し」

の
中
で
も
語
ら
れ
る
。

紀
の
国
・
和わ

か
の
う
ら

歌
浦
の
玉
津
島
明
神
は
和
歌
の

神
様
で
あ
り
、
貫
之
も
参
詣
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
「
貫
之
集
」
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ

の
帰
途
に
和
泉
国
の
蟻
通
明
神
で
詠
ん
だ
歌

を
題
材
に
能
の
「
蟻
通
」
が
つ
く
ら
れ
た
。

　

紀
貫
之
の
書
い
た
「
土
佐
日
記
」
は
和
語

和
文
和
字
に
よ
る
日
記
文
学
の
魁

さ
き
が

け
で
あ
る
。

ま
た
彼
は
古
今
和
歌
集
の
編へ

ん

纂さ
ん

の
あ
と
、
宮

中
の
書
物
を
管
理
す
る
御ご

書し
ょ

所
ど
こ
ろ

預
あ
ず
か
りに

任
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
日
本
的
な
る
も
の
を
生
み
出

し
た
紀
貫
之
に
、
宇
治
の
宝
蔵
で
「
花
の
書
」

を
見
つ
け
さ
せ
た
の
に
は
、
何
か
意
味
が
あ

り
そ
う
だ
。

　
「
花
の
書
」
と
は
い
か
な
る
も
の
を
指
す
の

か
。
古
い
時
代
の
供
花
に
つ
い
て
、
そ
の
挿

法
を
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

『文阿弥花伝書・鹿王院蔵』巻 3 の部分。㊨花の書について、㊧五節の花
に五月十三日竹とある。　『特別展 いけばな 歴史を彩る日本の美』（2009）より

玉
津
島
神
社　
　
　
　
　

　

私
も
明
神
様
か
ら
花
道
の
極
意
を
授
か
ろ
う

と
玉
津
島
神
社
を
訪
れ
た
。（
11
月
13
日
）

　

上
古
よ
り
天あ

ま

照
て
ら
す

大お
お

神み
か
みの

妹
神
で
あ
る
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊み
こ
とを

ご
祭
神
と
す
る
。
ま
た
の
御
名
は
丹に

生う

都つ

比ひ

売め
の

神か
み

で
あ
る
。

　

紀
ノ
川
の
河
口
に
位
置
し
、
潮
の
干
満
差
が

大
き
く
、
満
潮
時
に
は
干ひ

潟が
た

に
点
在
す
る
山
が

海
面
に
玉
の
よ
う
に
浮
か
ぶ
島
と
な
っ
た
そ
う

だ
。
周
辺
は
美
し
く
稚わ

か

い
浜
辺
「
若わ

か

の
浦う

ら

」
と

呼
ば
れ
た
が
、
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
明あ

か

光の

浦う
ら

と

命
名
、
又
い
つ
し
か
「
和
歌
の
浦
」
と
も
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
る
。
歌
に
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
、

衣そ

通
と
お
り

姫
ひ
め
の

尊み
こ
とも

祀ま
つ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
和
歌
三
神
の
一
社
と
し
て
崇あ

が

め
ら
れ
て
き
た
。

　

和
歌
山
市
に
は
未
知
の
古
墳
が
多
く
眠
っ
て

い
る
と
聞
く
。「
花
の
書
」
ゆ
か
り
の
玉
津
嶋
明

神
に
つ
い
て
、
ま
す
ま
す
興
味
が
湧
い
て
き
た
。

玉津島神社の北西にある雑賀岬展望台に登った。古の「若の浦」もこんな景色だったのでは。

玉津島神社の紋。玉（宝珠）と菊だろうか。白
波を白菊と見る和歌がこの地で詠まれている。
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羅ら

か

ん

ず

漢
図
の
挿
花

　
　
　
　
　
　
　

仙
溪　

　

羅
漢
と
は
「
修
行
を
完
成
し
、

供
養
に
値
す
る
者
」
を
意
味
す
る

「
ア
ル
ハ
ッ
ト
」
を
漢
字
音
で
表
し

た
「
阿
羅
漢
」
の
略
称
で
、
釈
迦

の
入
滅
後
に
長
寿
を
保
ち
法
の
護

持
と
人
々
の
救
済
を
釈
迦
か
ら
託

さ
れ
た
16
羅
漢
や
、
超
人
的
な
能

力
を
持
つ
聖
人
達
の
こ
と
を
さ
す
。

　

平
安
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代

に
中
国
か
ら
十
六
羅
漢
図
な
ど
と

共
に
羅
漢
信
仰
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

平
安
末
期
に
日
本
で
描
か
れ
た

十
六
羅
漢
図
（
11
世
紀
）
に
は
、

ハ
ス
の
花
葉
を
挿
し
た
ガ
ラ
ス
花

瓶
を
抱
え
持
つ
従
者
が
見
え
る（
①

②
）。
伝
来
の
絵
を
元
に
し
た
の
な

ら
、
中
国
北ほ

く

宋そ
う

時
代
に
は
こ
の
よ

う
な
供
花
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の

と
想
像
で
き
る
。
前
に
紹
介
し
た

遼り
ょ
うの

墓
所
（
１
１
１
６
年
）
に
瑠る

璃り

瓶び
ん

に
挿
さ
れ
た
供
花
の
絵
が
描

か
れ
て
い
た
こ
と
と
も
繋
が
り
を

感
じ
る
し
、
日
本
に
お
い
て
は
鳥

獣
人
物
戯
画
（
平
安
末
〜
鎌
倉
初
）

に
ハ
ス
の
供
花
が
あ
り
興
味
深
い
。

　

別
の
羅
漢
図
に
は
蓮
池
で
ハ
ス

の
花
葉
を
採
取
し
、
青
磁
の
花
瓶

に
挿
し
て
仏
に
供
え
る
場
面
が
あ

る
。
中
国
・
南
宋
時
代
に
明め

い

州し
ゅ
う（

現

在
の
寧に

ん

波ぽ
う

）
で
描
か
れ
た
五
百
羅

漢
図
・
百
幅
の
一
つ
だ
（
③
④
）。

　

明
州
は
古
く
か
ら
海
上
交
易
の

拠
点
と
し
て
栄
え
た
港
湾
都
市
で
、

７
０
２
年
以
降
の
遣
唐
使
船
も
ま

ず
こ
こ
に
上
陸
し
て
唐
の
都
、
長

安
（
現
在
の
西
安
）
を
目
指
し
た
。

　

唐
代
後
期
の
廃は

い

仏ぶ
つ

法ほ
う

難な
ん

以
後
、

戦
乱
に
よ
っ
て
も
衰
退
し
か
け
た

仏
教
は
、
宋
代
に
庇
護
を
う
け
再

興
す
る
。
明
州
に
は
禅
僧
の
栄え

い

西さ
い

や
道ど

う

元げ
ん

も
訪
れ
、
大
陸
の
文
化
を

吸
収
し
て
日
本
へ
持
ち
帰
っ
て
い

る
。
仏
教
復
興
の
時
代
に
日
本
や

高
麗
と
交
流
が
続
く
明
州
で
、
こ

の
羅
漢
図
百
幅
は
10
年
以
上
の
歳

月
を
か
け
て
描
か
れ
た
。

　

蓮
池
の
描
写
は
南
宋
の
都
・
杭こ

う

州し
ゅ
う（

当
時
は
臨り

ん

安あ
ん

）
の
西さ

い

湖こ

を
彷

彿
と
さ
せ
る
。
杭
州
は
明
州
の
す

ぐ
隣
だ
。
明
州
に
も
東と

う

錢せ
ん

湖こ

な
ど

ハ
ス
は
身
近
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
気
候
お
だ
や
か
な
こ
の
地
域

（
江こ

う

南な
ん

地
方
）
で
は
、
実
際
夏
に
ハ

ス
を
花
瓶
に
挿
し
て
供
え
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
彼か

の
地
で
修
行
中
の

栄
西
や
道
元
も
ハ
ス
を
切
っ
て
花

瓶
に
挿
し
た
だ
ろ
う
か
。

十六羅漢図（国宝）の一つ。11 世紀。
聖衆来迎寺伝来。東京国立博物館蔵。
出典①②：https://emuseum.nich.go.jp/
detail?content_base_id=100157&content_part_ 
id=016&langId=ja&webView=　e 国宝サイトより転載

五百羅漢図 100 幅の一つ「採蓮」。12
世紀後半、明州の恵安院（東錢湖畔の寺
院）に施入。現在は京都大徳寺他に伝来。
出典③④：https://kknews.cc/news/o9ok5b6. html

▲

▲

①

③

②

④

テキスト 711
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神
の
柱
・
壱い

き岐
島

　
　
　
　
　
　  　
仙
溪

　

正
月
明
け
に
「
天
と
地
を
繋
ぐ

神
の
柱
」
の
名
を
も
つ
島
を
訪
れ

て
神
社
巡
り
を
し
て
き
た
。

　

対
馬
と
と
も
に
古
く
か
ら
大
陸

と
の
交
易
の
拠
点
と
し
て
栄
え
た

壱
岐
島
（
長
崎
県
）。
中
国
の
歴
史

書
三
国
志
（
３
世
紀
）
の
『
魏ぎ

し志
』

倭わ
じ
ん
で
ん

人
伝
に
も
「
一い

き
こ
く

支
国
」
の
名
で

登
場
す
る
。『
古
事
記
』
の
国
生
み

神
話
で
は
５
番
目
に
生
ま
れ
、神
々

が
行
き
来
す
る
た
め
の
天
と
地
を

内
う ち め

海湾の小島神社。潮が引いたときだけ渡れる。祭神は素
すさのおのみこと

戔嗚命。

繋
ぐ
柱
「
天あ

め
の
ひ
と
つ
ば
し
ら

比
登
都
柱
」
で
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
る
島
だ
。
島
内
に

は150

社
以
上
も
由
緒
あ
る
神
社

が
点
在
し
、280

基
の
古
墳
に
加

え
て
弥
生
時
代
の
遺
跡
も
発
掘
さ

れ
て
い
る
。

　

南
北
17
キ
ロ
、
東
西
14
キ
ロ
の

小
さ
な
島
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
食

材
が
島
内
で
賄
え
る
。
海
産
物
、

農
産
物
、
畜
産
や
養
鶏
、
養
殖
に

よ
っ
て
自
給
自
足
が
可
能
な
恵
ま

れ
た
島
だ
。
想
像
す
る
に
太
古
よ

り
交
易
の
拠
点
で
あ
る
と
共
に
、

豊
か
な
自
然
の
恵
み
を
も
た
ら
す

神
へ
の
祈
り
の
場
で
も
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　

し
か
し
人
や
物
が
行
き
来
す
る

場
所
は
平
和
な
時
代
は
い
い
が
、

隣
国
が
領
土
を
広
げ
よ
う
と
し
た

シマカンギクとクロツバキ。
猿に見える「猿岩」は壱岐
島誕生の神話によると島を
繋ぎ留めた 8 本の柱の一つ。

過疎化で空いた畑ではバナナ栽培が。
無農薬で皮まで美味しく食べられる。

潮が引くと天然の牡
か き

蠣も現れる。島
のおばさんが身を採り集めていた。

島内のしめ縄にはヤツデの葉が。ヤツデ
には魔除けの力があるためか。

白沙八幡神社の鎮守の森は神秘的。写真
は威厳あるイヌマキの巨木。

　　　テキスト 716
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場
合
は
侵
略
の
犠
牲
に
も
な
る
。

壱
岐
に
は
女
真
族
に
よ
る
刀と

い伊

の
入に

ゅ
う
こ
う寇

（1019

）
と
元げ

ん
こ
う
し
ゅ
う
ら
い

寇
襲
来

（1247

・1281
）
に
よ
っ
て
蹂

じ
ゅ
う
り
ん躙

さ
れ
た
苦
し
み
の
歴
史
が
あ
る
。

　

し
か
し
現
在
は
自
然
の
恵
み
に

支
え
ら
れ
た
穏
や
か
な
島
だ
。
神

へ
の
祈
り
は
今
も
引
き
継
が
れ
、

現
職
の
神
職
の
み
で
行
わ
れ
る
壱

岐
神か

ぐ
ら楽

は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
島

中
の
神
社
で
奉
納
さ
れ
て
い
る
そ

う
だ
。

　

今
回
の
旅
で
は
壱
岐
の
食
材
を

堪
能
し
た
。
ク
ロ
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ

エ
、ク
エ
、ノ
ド
グ
ロ
、ミ
ズ
イ
カ
、

壱
岐
牛
、
マ
マ
な
か
せ
（
ト
マ
ト
）

な
ど
な
ど
。
麦
焼
酎
は
壱
岐
発
祥

だ
そ
う
だ
。
最
近
で
は
地
ビ
ー
ル

や
バ
ナ
ナ
栽
培
も
始
ま
っ
て
い
る
。

　

訪
れ
た
幾
つ
か
の
神
社
で
は
感

謝
と
と
も
に
願
い
事
も
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
断
崖
で
強
風
を
、
砂

浜
で
穏
や
か
な
波
を
、
鎮
守
の
森

で
巨
木
を
体
感
し
た
こ
と
も
、
神

の
柱
の
島
を
印
象
深
く
さ
せ
る
。

　

目
に
見
え
な
い
ゆ
え
に
畏お

そ

れ
、

目
に
見
え
な
い
ゆ
え
に
敬う

や
まう

。
神

と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

命
を
育
む
自
然
の
大
い
な
る
力
に

神
を
感
じ
る
。
自
然
の
恵
み
に
感

謝
し
尊
ぶ
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
い

た
い
。
壱
岐
島
は
神
を
感
じ
る
島

で
あ
り
続
け
て
欲
し
い
。

奈良・平安朝よりの白沙八幡神社、祭神は神
じんぐう

功皇后、応神天皇他。拝殿は
平戸藩主・松浦鎮

しげのぶ

信が寄進した 36 歌仙図に因んだ絵で埋め尽くされている。

島の東端、左京鼻から玄界灘を見る。壱岐島誕生の神話で島を繋ぎ留めた「折れ柱」の一つ「観音柱」が荒波に洗われる。
海の向こうには宗像大社の境内地であり「神宿る島」沖ノ島がある。

先月号で紹介した松浦鎮信縁
ゆかり

の地。これも何かのご縁
えん

。
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日
本
に
来
た
満
ま
ん
び
ょ
う瓶  

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪　

　

奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
の
「
胎た

い

蔵ぞ
う

図ず

像ぞ
う

」

（
①
②
）
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
巻

頭
に
ひ
と
き
わ
大
き
く
描
か
れ
た
ハ
ス
の
生

え
出
る
宝ほ

う

瓶び
ょ
うの

絵
は
、
イ
ン
ド
の
プ
ル
ナ
・

カ
ラ
サ
（
満
瓶
）
を
連
想
さ
せ
る
。

　
「
胎
蔵
図
像
」
の
原
本
は
イ
ン
ド
僧
・
善ぜ

ん

無む

畏い

に
よ
っ
て
玄げ

ん

宗そ
う

皇
帝
の
頃
に
唐と

う

で
書
か

れ
て
い
る
。
唐
の
都
・
長

ち
ょ
う

安あ
ん

の
華
や
ぎ
を
彷

彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
華
麗
さ
を
感
じ
る
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
壺
の
絵
に
密
教
の
真
理
を
描

き
き
っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

私
の
解
釈
で
は
、
壺
を
の
せ
る
逆
さ
の
蓮れ

ん

弁べ
ん

は
大
地
、
そ
れ
を
支
え
る
渦
巻
く
水
、
丸

い
装
飾
は
火
、
は
た
め
く
紐ひ

も

に
は
風
、
球
形

の
壺
は
水
で
あ
り
虚
空
（
宇
宙
）
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
て
い
る
。

　

球
体
は
ガ
ラ
ス
の
よ
う
で
、
底
に
は
ハ
ス

の
開
花
が
映
り
、
ハ
ス
の
花
か
ら
壺
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
上
半
分
に
は
撚よ

り
紐ひ

も

が
巻
き
付
く
が
、
龍
の
鱗

う
ろ
こ

の
よ
う
だ
な

と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
中
央
上
部
の
小
さ

な
丸
が
龍
の
目
に
見
え
て
き
た
。

　

8
世
紀
初
頭
、
ど
ん
な
思
い
を
こ
の
絵
に

込
め
た
の
だ
ろ
う
。
仏
教
に
詳
し
く
な
い
私

に
は
真
の
意
味
は
分
か
ら
な
い
が
、
じ
っ
と

見
て
い
る
と
、
私
た
ち
が
生
き
る
生
命
世
界

の
静
寂
と
躍
動
、
内
な
る
神
秘
と
漲

み
な
ぎ

る
力
が

感
じ
ら
れ
る
。

　　

奈
良
博
で
は
も
う
一
つ
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ

を
思
わ
せ
る
壺
を
見
つ
け
た
。
高
さ
約
60
セ

ン
チ
の
「
愛
染
明
王
坐
像
」（
③
④
）
は
宝

瓶
か
ら
生
ま
れ
出
た
蓮
華
の
上
に
座
る
姿
。

現
在
日
本
で
視
覚
で
き
る
プ
ル
ナ
カ
ラ
サ
の

一
つ
だ
と
思
う
。

「胎蔵図像」（1194）には密教の世界観が絵で表されて
いる。円珍（814~891）が唐より持ち帰ったものの転
写本で、その元絵はインド僧・善無畏（シュバカラシ
ンハ 637~735）が『大日経』を漢訳する際に描いた
とされる。善無畏は中部インド摩伽陀国の国王で、出
家後ナーランダー僧院で学んだ密教を唐へ伝えた。
出典①〜④：奈良国立博物館「奈良博三昧至高の仏教美術コレクション展」

「
愛
染
明
王
坐
像
」
奈
良
・
興
福
寺
伝
来
。
木
造 

彩
色 

截
金
。
高
さ

約
60
セ
ン
チ
。
鎌
倉
時
代
。

明
王
が
坐
す
蓮
華
を
生
み
出
す
こ
の
壺
（
宝
瓶
）
も
、
生
命
の
母
胎

と
し
て
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満
瓶
）
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
見

え
る
。

①

②

③

④
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