
初
転
法
輪

梵
天
の
勧
請
を
受
け
た
ブ
ッ

ぼ
ん
て
ん

か
ん
じ
ょ
う

ダ
は
、
「
い
ま
、
わ
れ
、
甘か

ん

露
の
門
を
ひ
ら
く
。
耳
あ
る

ろも
の
は
聞
け
、
ふ
る
き
信
を

去
れ
」
と
、
天
地
に
向
か
っ

て
伝
道
を
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ベ
ナ
レ
ス
郊
外
の

鹿
野
苑
（
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
）

に
い
き
、
か
つ
て
苦
行
を
共

に
し
た
五
人
の
仲
間
に
中
道

ち
ゅ
う
ど
う

を
説
か
れ
ま
し
た
。

「
中
道
」
と
は
、
快
楽
主
義

か
苦
行
主
義
か
と
、
両
極
端

に
な
り
が
ち
な
人
間
の
囚
わ

と
ら

れ
心
（
迷
い
）
を
こ
え
て
、

あ
る
が
ま
ま
に
見
る
智
慧
に

立
つ
道
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

四
聖
諦

し
し
ょ
う
た
い

「
中
道
」
に
続
い
て
、
ブ
ッ

ダ
は
「
苦･

集･

滅･

道
」
の
四

聖
諦
を
説
か
れ
ま
し
た
。

苦
諦
と
は
「
人
生
は
苦
で

く

た

い

あ
る
」
と
知
る
智
慧
で
す
。

現
代
は
「
幸
せ
」
と
い
う

言
葉
が
も
て
は
や
さ
れ
、

「
幸
せ
か
ど
う
か
」
が
人
生

の
価
値
を
決
定
す
る
か
の
よ

う
に
語
ら
れ
が
ち
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
足
許
を
よ
く
よ

く
見
て
み
れ
ば
、
「
幸
せ
」

は
見
果
て
ぬ
夢
か
、
は
か
な

く
崩
れ
去
る
ひ
と
時
の
歓
び

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
人
生
は
苦
な
り
」
と
諦
観

（
あ
き
ら
か
に
し
る
）
す
る

時
、
厳
し
い
現
実
を
生
き
て

い
く
勇
気
が
与
え
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。

集
諦
は
、
苦
は
自
身
の
無

じ
っ
た
い

む

明
（
渇
愛･

執
着
）
か
ら
集
起

み
ょ
う

じ

っ

き

す
る
と
知
る
智
慧
で
す
。

滅
諦
は
、
苦
の
原
因
で
あ

め
っ
た
い

る
無
明
（
渇
愛･

執
着
）
が
止

滅
す
る
と
き
、
苦
か
ら
解
放

さ
れ
る
と
知
る
智
慧
で
す
。

最
後
の
道
諦
は
、
苦
の
原

ど
う
た
い

因
で
あ
る
無
明
（
渇
愛･

執
着
）

を
止
滅
す
る
た
め
の
道
と
し

て
の
八
正
道
が
説
か
れ
ま
す
。

縁
起

さ
て
、
こ
の
四
聖
諦
・
八

正
道
の
教
え
は
「
縁
起
の
理

法
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も

の
で
す
。

縁
起
と
は
、
も
の
ご
と
は

す
べ
て
「
縁
に
よ
っ
て
生
起

し
ょ
う
き

す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

縁
起
の
理
法
は
自
業
自
得

（
自
因
自
果
）
の
教
え
で
も

あ
り
ま
す
。
も
し
「
苦
」
の

原
因
が
「
他
」
に
あ
る
な
ら
、

私
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、

愚
痴
に
沈
む
か
、
運
命
を
呪

う
か
、
あ
る
い
は
超
越
的
な

神
々
に
祈
る
し
か
な
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
「
苦
」
の
原
因

が
私
自
身
の
煩
悩
（
渇
愛･

無

明
）
に
あ
る
な
ら
、
「
苦
」

の
原
因
で
あ
る
煩
悩
（
渇
愛･

無
明
）
を
止
滅
す
る
こ
と
が

大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。

三
法
印

こ
の
道
理
を
わ
か
り
や
す

く
説
い
た
の
が
三
法
印
で
す
。

さ
ん
ぽ
う
い
ん

具
体
的
に
は
、

諸
行
無
常
（
こ
の
世
の
す
べ

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

て
は
変
化
・
生
滅
し
て
と
ど

ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
）

諸
法
無
我
（
こ
の
世
の
す
べ

し

ょ

ほ

う

む

が

て
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
で
あ
っ
て
実
体
性
が
な

い
と
い
う
こ
と
）

涅
槃
寂
静
（
煩
悩
が
寂
滅
し

ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

て
お
と
ず
れ
た
安
住
の
境
地
）

の
三
つ
で
す
。

無
明
に
覆
わ
れ
「
苦
」
の

大
海
に
溺
れ
て
い
た
者
が
、

ブ
ッ
ダ
の
説
く
「
諸
行
無
常
・

諸
法
無
我
」
の
道
理
に
め
ざ

め
る
な
ら
ば
、
無
明
の
闇
は

晴
れ
て
涅
槃
寂
静
の
世
界
に

生
ま
れ
出
る
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
の
で
す
。

涅
槃

梵
天
の
勧
請
を
受
け
て
始

ま
っ
た｢

転
法
輪｣

の
人
生
も

終
わ
り
が
近
づ
い
て
ま
い
り

ま
し
た
。

80
歳
に
な
っ
た
ブ
ッ
ダ
は

王
舎
城
を
出
て
、
生
ま
れ
故

郷
の
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
を

目
指
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
途
中
で
、
鍛
冶
工
チ
ュ
ン

ダ
が
捧
げ
た
キ
ノ
コ
料
理
に

あ
た
り
、
つ
い
に
ク
シ
ナ
ガ

ラ
の
沙
羅
の
二
本
の
樹
の
下

さ

ら

で
涅
槃
に
入
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

ブ
ッ
ダ
は
、
途
方
に
暮
れ

て
い
る
ア
ー
ナ
ン
ダ(

阿
難)

に
対
し
、

自
ら
を
灯
明
と
し
、
自
ら

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

他
人
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ

ず
、
法
を
灯
明
と
し
、
法

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

他
の
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ

と
せ
ず
に
あ
れ
。

と
諭
さ
れ
ま
し
た
。

ブ
ッ
ダ
が
沙
羅
双
樹
の
も

と
で
入
滅
し
て
か
ら
二
五
〇

〇
年
。
そ
の
間
、
人
の
世
は

栄
枯
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
き

ま
し
た
が
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え

は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
こ
の

私
に
ま
で
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

私
が
お
念
仏
申
す
と
き
、
ブ
ッ

ダ
は
時
空
を
超
え
て
、
私
の

横
に
お
ら
れ
る
の
で
す
。
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第
三
回

法
話
要
約

釈
尊
の
生
涯
(3)

転
法
輪
～
涅
槃

て
ん
ぽ
う
り
ん

ね

は

ん

藤
谷
知
道

第
四
回

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
(1)

藤
谷
知
道

「
三
味
線
婆
ち
ゃ
ん
」

藤
谷
純
子

5
月
12
日
午
後
1
時
半
～



才
市
さ
ん
は
江
戸
の
終
わ
り
、

嘉
永
3
年
（
１
８
５
３
）
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
7
才
の
時
に
両
親
が

離
婚
し
て
母
の
実
家
（
島
根
県
温

泉
津
町
小
浜
）
に
帰
っ
た
が
、
母

は
ま
も
な
く
再
婚
し
た
と
い
う
。

父
は
髪
を
お
ろ
し
て
西
教
と
名
告

さ
い
き
ょ
う

り
、
小
浜
の
安
楽
寺
の
墓
地
の
そ

ば
に
草
庵
を
結
ん
で
暮
ら
し
て
い

た
。
才
市
さ
ん
は
11
才
で
大
工
の

年
期
奉
公
に
や
ら
れ
、
20
才
の
頃

に
船
大
工
に
な
り
、
25
才
で
結
婚

し
て
小
浜
に
帰
っ
て
き
た
。
酒
や

賭
博
で
警
察
沙
汰
に
も
な
っ
た
り

し
た
が
、
45
歳
の
時
に
父
親
が
浄

土
へ
帰
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

父
の
念
仏
が
「
お
や
の
ゆ
い
ご
ん
、

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
し
て
身
に

し
み
て
求
道
の
生
活
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
頃
に
は
下
駄
屋
に
な
っ
て
お

り
、
64
才
の
頃
よ
り
か
ん
な
く
ず

に
念
仏
の
詩
を
書
き
始
め
た
。
昭

和
7
年
、
83
才
で
浄
土
へ
帰
る
ま

で
、
六
五
〇
〇
に
も
の
ぼ
る
念
仏

の
詩
を

書
き
付
け
て
い
る
と
い
う
。

才
市
さ
ん
の
詩
で
、
私
が
忘
れ

ら
れ
な
い
の
は
次
の
詩
で
す
。

わ
た
し
ゃ

あ
さ
ま
し

貪
欲
が
子
を
生
ん
で

と
ん
よ
く

瞋
恚
の
名
を
つ
け
ら
れ
て

し

ん

に

瞋
恚
が
子
を
生
ん
で

愚
痴
の
名
を
つ
け
ら
れ
て

ぐ

ち

ま
た
貪
欲
の
孫
を
生
み

わ
た
し
ゃ

あ
さ
ま
し

ま
た
瞋
恚
の
孫
を
生
み

わ
た
し
ゃ

あ
さ
ま
し

ま
た
ま
た
あ
さ
ま
し

愚
痴
の

子
を
生
み

こ
の
あ
さ
ま
し
が
曾
孫
に
ひ
い

孫
生
ん
で

は
ず
か
し
は
ず
か
し

…
…

才
市
さ
ん
は
聞
法
に
よ
っ
て
、

自
分
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
わ
が

煩
悩
（
貪
・
瞋
・
痴
）
で
あ
っ
た

と
ん

じ
ん

ち

と
目
覚
め
て
「
あ
さ
ま
し
」
「
は

ず
か
し
」
と
懺
悔
し
て
い
る
。
そ

ざ

ん

げ

の
時
、
才
市
さ
ん
は
、
そ
ん
な
自

分
を
お
さ
め
取
っ
て
捨
て
な
い
阿

弥
陀
仏
と
出
会
っ
て
い
る
。

わ
た
し
の
こ
こ
ろ
が

あ
な
た

の
こ
こ
ろ

あ
な
た
の
こ
こ
ろ
が

わ
た
し

の
こ
こ
ろ

わ
た
し
が
あ
な
た
に
な
る
の
じ
ゃ

な
い
が

あ
な
た
が
わ
た
し
に
な
る
こ
こ
ろ

才
市
さ
ん
と
阿
弥
陀
仏
は
離
れ

て
い
な
い
、
機
法
一
体
の
南
無
阿

き

ほ

う
い
っ
た
い

弥
陀
仏
で
あ
る
。
下
駄
を
作
り
な

が
ら
い
つ
で
も
阿
弥
陀
仏
と
話
し

て
い
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
才
市
さ

ん
。｢

念
仏
と
ひ
と
り
遊
び
の
で

き
る
こ
と

こ
れ
を
大
悲
と
私
は

言
う｣

と
い
う
藤
原
正
遠
先
生
の

し
ょ
う
お
ん

歌
が
思
い
出
さ
れ
る
。

ま
た
才
市
さ
ん
の
詩
で
驚
か
さ

れ
る
の
は
、
こ
ん
な
詩
で
す
。

わ
た
し
ゃ

臨
終
す
ん
で

葬

式
す
ん
で

み
や
こ
（
浄
土
）
に
心
住
ま
せ

て
も
ろ
う
て

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
と
浮
世
に
お

る
よ

こ
の
よ
う
な
生
き
る
世
界
が
変

わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
才
市
さ

ん
は
自
分
の
言
葉
で
「
目
の
幕
切

ま

く

ぎ

り
」
と
か｢

目
が
境｣

と
表
現
し
て

い
る
。
娑
婆
世
間
に
あ
り
な
が
ら
、

心
に
浄
土
が
開
け
て
き
た
の
だ
。

浄
土
か
ら
娑
婆
を
見
る
目
を
い
た

だ
い
て
、
浄
土
と
娑
婆
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
安
ん
じ
て
娑
婆
に
生

き
る
者
に
な
れ
た
。

え
え
な
ぁ

世
界

虚
空
が

こ

く

う

み
な
ほ
と
け

わ
し
も
そ
の
中

な
む
あ
み
だ

ぶ
つ

才
市
さ
ん
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の

な
か
で
、
生
も
死
も
、
自
他
の
対

立
も
、
善
も
悪
も
、
苦
も
楽
も
、

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
お
慈
悲

の
中
に
生
き
て
、
昭
和
7
年
83
才

で
浄
土
に
帰
ら
れ
た
の
で
し
た
。

才
市
さ
ん
は
、
お
念
仏
と
い
つ

も
対
話
し
て
は
懺
悔
し
慚
愧
し
、

ざ

ん

き

お
念
仏
に
助
け
ら
れ
る
喜
び
を
書

き
付
け
て
い
き
ま
し
た
。
助
け
る

法
（
仏
さ
ま
）
が
助
か
る
機
（
衆

生
）
に
な
っ
て
い
る
、
機
法
一
体

の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
才
市
さ
ん
に

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏

念
仏
生
活
を
妙
好
人
に
学
ぶ
(3)

浅
原
才
市
さ
ん
に

学
ん
だ
こ
と

藤
谷
純
子

感
想

瀬
々
弘
子(

四
日
市
）

お
釈
迦
様
の
伝
記
は
、
本
で
読

ん
だ
り
、
子
供
番
組
で
見
た
り
し

て
、
全
く
知
ら
な
い
人
は
い
な
い

く
ら
い
で
す
。
そ
し
て
当
た
り
前

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
、
生
ま

れ
て
す
ぐ
七
歩
、
歩
き
「
天
上
天

下
唯
我
独
尊
」
と
言
っ
た
と
い
う

話
は
、
文
字
を
使
わ
ず
口
伝
え
す

る
中
で
で
き
た
と
、
お
寺
で
話
さ

れ
ま
し
た
。

素
晴
ら
し
い
悟
り
の
内
容
で
す

が
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い

間
に
、
た
く
さ
ん
の
弟
子
や
話
を

聞
い
た
人
が
い
る
わ
け
で
す
か
ら

解
釈
も
違
っ
た
だ
ろ
う
し
、
相
手

に
よ
っ
て
喩
え
も
違
っ
た
ろ
う
と

思
い
ま
し
た
。
大
量
の
お
経
も
、

私
は
こ
れ
を
と
、
そ
れ
ぞ
れ
持
ち

帰
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
各
宗
派

に
分
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
苦
行
を
真
似
た
り
、
瞑
想

（
禅
）
に
力
を
入
れ
た
り
、
訳
す

こ
と
に
専
念
し
た
り
し
た
こ
と
が

解
り
ま
す
。

お
釈
迦
様
は
家
族
を
捨
て
ま
し

た
が
、
親
鸞
聖
人
は
わ
ざ
わ
ざ
家

族
を
持
ち
ま
し
た
。
家
族
が
い
れ

ば
養
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

自
分
ひ
と
り
な
ら
楽
な
の
に
、
ど

う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
。

次
回
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。


