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も
う
何
回
、
こ
の
索
末
な

ν
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
宿
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ガ

γ
ダ
l
ラ
の
中
心
マ
ル
ダ

γ
の
郊
外
、

ア
シ
ョ
カ
の
碑
文
の
あ

る
シ
ャ
パ

l
ズ
ガ
リ
の
遺
跡
の
近
く
、
政
府
関
係
出
張
役
人
の
宿
。
勿
論
観
光
客
な
ど
来
な
い
か
ら
、
ろ
く
な
フ
ロ
ン
ト
も
な
く
、
管
理

人
の
老
人
と
ポ
l
イ
が
廊
下
で
所
在
な
く
、

し
ゃ
が
ん
で
い
る
。

ガ
ン
ダ

1
ラ
の
平
野
を
ぐ
る
り
と
、
と
り
ま
く
山
々
の
遺
跡
を
、
今
日
は
メ
ハ
サ

γ
ダ
、
明
日
は
ジ
ャ
マ

l
ル
ガ
リ
、
そ
し
て
タ
レ
リ
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ー
、
或
は
シ
ク
リ
等
、
地
元
の
古
老
を
つ
れ
て
歩
い
て
い
る
。
せ
っ
か
く
、
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
か
ら
と
、

つ
い
無
理
を
し
て
登
り
、
傷

め
た
膝
が
う
ず
い
て
ね
む
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
や
、

ガ
γ
ダ
l
ラ
は
内
陸
だ
か
ら
、
十
一
月
か
ら
三
月
ま
で
は
夜
は
冷
え
る
。
十
分
な
お

湯
も
出
ず
、
風
自
に
も
入
れ
な
い
か
ら
、
ま
ん
じ
り
と
も
し
な
い
で
夜
を
明
か
す
こ
と
も
何
晩
か
。
た
ま
た
ま
、
と
ろ
り
と
す
る
と
変
な

夢
を
見
た
。

マ
γ
ガ
の
一
休
さ
ん
の
よ
う
な
短
い
袴
を
は
い
た
私
が
鍋
を
か
ぶ
っ
て
メ
ハ
サ

γ
ダ
の
急
援
を
駆
け
下
り
て
来
る
。
後
か
ら
大
勢
の
僧

や
信
者
が
追
っ
か
け
て
来
て
石
を
投
げ
る
。
そ
の
ば
ら
ば
ら
と
ん
で
来
る
石
が
、

カ
l
y
カ
l
γ
と
か
ぶ
っ
た
鉄
の
鍋
に
あ
た
る
。

ー「

は

っ
」
と
し
て
目
が
さ
め
た
。
何
の
こ
と
は
な
い
。
寝
返
り
を
打
っ
た
頭
が
索
末
な
ベ
ッ
ト
の
鉄
の
柵
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
だ
。
昨
日
見
て
来

た
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
山
寺
の
印
象
が
余
り
に
も
強
烈
だ
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
夢
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
数
々
一
損
出
」

ハ
高
橋
〉



「
数
々
一
揖
出
」

（
高
橋
〉

4砂

私
は
常
々
、
遺
跡
か
ら
当
時
の
僧

院
生
活
ひ
い
て
そ
の
主
行
事
た
る
仏

塔
崇
拝
を
類
推
、
経
典
の
文
字
と
照

し
合
せ
、
二
方
面
か
ら
考
え
た
ら
と

思
っ
て
歩
い
て
い
る
。

特
に
メ
ハ
サ
y
ダ
・
ラ
ル
マ
そ
し

て
パ
サ
l
ワ
ル
の
遺
跡
に
教
団
の
分

派
を
思
わ
せ
る
も
の
が
見
い
出
さ
れ

る
。
然
し
、
こ
れ
ら
が
い
つ
分
派
し

て
行
っ
た
か
は
、

は
っ
き
り
し
な
い
。

そ
れ
ら
か
ら
出
土
す
る
の
は
ク
シ
ャ

γ
の
パ
ス
デ
l
パ
王
の
コ
イ

γ
や、

サ
サ
l
ノ
・
ク
シ
ャ
ン
の
コ
イ
ン
だ

か
ら
、
般
若
経
や
法
華
経
が
成
立
す

る
時
期
よ
り
、
大
分
後
で
、
も
う
そ

メハサンダ

(100'1) 
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の
頃
に
は
大
乗
教
団
は
出
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
大
乗
仏

教
成
立
時
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
然
し
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
「
推
測
」

の
一
助
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
大
胆
な
仮
説
を
試
み
る
。

ω布
施
太
子
の
故
地
と
い
わ
れ
る
メ
ハ
サ
ン
ダ
は
特
別
な
寺
で
あ

る
。
主
塔
か
ら
尾
根
伝
い
に
連
ら
な
っ
て
作
ら
れ
た
僧
院
か
ら
ほ
ん
の

少
し
離
れ
た
三
、
四
カ
所
の
小
僧
院
か
ら
は
食
器
が
出
土
し
、
本
院
の

方
の
僧
院
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
こ
の
住
僧
は
食
堂
で

内

1
v

食
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
従
っ
て
こ
の
山
に
は
食
事
を
共
に
し
な

い
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
小
乗
か
大
乗
か
は
分
ら

な
い
。
小
乗
ど
う
し
の
他
の
部
派
か
も
知
れ
な
い
が
、
小
乗
と
大
乗
と

《

2
v

で
は
食
べ
も
の
が
違
う
か
ら
、
小
乗
の
メ
ハ
サ

γ
ダ
の
本
院
と
異
っ
た
、

大
乗
の
は
し
り
の
小
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
食
事
を
共
に
し
な
い
僧
院
は
ジ
ャ
マ

l
ル
ガ

リ
等
に
も
見
い
出
さ
れ
る
。

帥
ラ
ル
マ
も
、
同
様
に
、
他
の
部
派
に
分
裂
し
て
行
っ
た
と
思
わ
れ

る
所
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

γ
の
ジ
ェ
ラ
ラ
パ
I
ド
近
く
の
ハ
ツ
ダ
遺
跡

の
は
ず
れ
に
位
置
し
て
い
る
。

「
数
々
償
出
」

〈
高
橋
〉

ロ.Lalma 
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「
数
々
按
出
」

ハ
高
橋
〉

ハ. Banawa 

地
図
糾
の
如
く
、
四
つ
の
尾
根
の
麓
に
窟
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
町
か
ら
一
番
手
近
な
岡
の

上
に
主
塔
の
跡
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
町
の
人
々
は
参
詣
し
た
。
勿
も
一
般
の
民
衆
だ
け
で
は
な

く
、
こ
の
四
つ
の
岡
の
麓
の
窟
院
の
住
僧
も
、
こ
こ
に
詣
で
て
、
こ
の
主
塔
を
中
心
に
統
一
あ

る
寺
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

然
し
京
大
隊
の
調
査
で
、
グ
ル
ー
プ
の
窟
の
あ
る
岡
の
上
に
二
、
三
の
塔
の
跡
ら
し
き
も
の

が
見
ら
れ
る
か
ら
、
時
代
が
た
つ
と
、
手
近
な
塔
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
が

《

sv

推
定
さ
れ
る
。

付
バ
サ
ワ
I
ル
石
窟
も
興
味
あ
る
遺
跡
で
あ
る
。
カ
イ
バ

l
峠
を
越
え
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

－ 

． 
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に
入
り
、
ジ
ェ
ラ
ラ
パ
I
ド
の
町
に
入
る
手
前
で
、

カ
プ
l
ル
川
の
対
岸
に
そ
そ
り
立
つ
岩
山

で
あ
る
。
ド
ラ
ム
カ

γ
を
四
つ
並
べ
た
筏
で
渡
っ
た
私
に
は
思
い
出
深
い
所
で
あ
る
。

岩
山
に
虫
が
食
っ
た
よ
う
に
、
点
々
と
濁
ら
れ
た
窟
は
、

一
見
無
造
作
に
並
ん
で
い
る
よ
う

z
－a

，、唱、

ふ
れ
占

μ

京
大
隊
の
発
掘
調
査
で
、

六
群
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
然
も
そ
の
六
群

が
、
夫
々
独
立
な
機
能
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
独
立
し
た
派
に
な
っ
て
い
て
も
不
思
議

で
は
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
即
ち
川
方
柱
窟
と
い
っ
て
、
窟
の
中
心

に
方
柱
を
彫
り
残
し
、
そ
れ
を
ス
ト
ウ
l
パ
の
代
り
に
鏡
道
す
る
よ
う
作
ら
れ
て
い
た
も
の
。

ω尊
像
窟
、
こ
れ
は
仏
像
や
彫
刻
を
肥
っ
た
窟
で
、
仏
伝
や
ジ
ャ
l
タ
カ
を
通
じ
て
、
仏
の
教

え
を
学
ぶ
所
で
あ
る
。

ω僧
衆
窟
、
僧
の
住
居
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ



て寺の機能を果していた。
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こ
れ
ら
は
、
大
体
後
三
五

O
年
頃
か
ら
五

O
O年
頃
ま
で
に
、
こ
の
よ
う
な
形
態
に

な
っ
て
行
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
問
題
は

D
・E
に
方
柱
窟
が
な
い
の
は
、
地
上
に
作

ら
れ
た
か
〈
特
に

D
地
区
に
は
地
上
の
建
物
の
跡
が
多
い
〉
、
さ
も
な
く
ば
仏
像
に
重

点
が
置
か
れ
て
、
も
と
も
と
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
パ

ー
ミ
ャ

γ
が
五
世
紀
頃
に
、
仏
塔
か
ら
仏
像
に
と
信
仰
対
象
が
変
っ
て
行
っ
た
こ
と
と

考
え
合
せ
て
、

か
く
推
測
さ
れ
る
。
更
に
、
尊
像
窟
が
少
く
な
る
の
は
、
当
時
は
ス
ト

に
石
積
み
の
尊
像
窟
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
尊
像
窟
の
少
な
く
な
る
の
は
、
逆
に
、
む
し
ろ
造
像
の
、
即
ち
仏
教
の
隆
盛

《

4
V

ッ
コ
の
造
像
が
盛
ん
に
な
る
頃
で
、
安
易
に
仏
像
の
奉
献
が
出
来
た
の
で
、
石
窟
の
よ

う
に
長
い
時
間
と
労
お
か
か
る
堀
護
、
そ
の
需
要
に
応
じ
切
れ
な
く
な
り
、
第
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を
暗
示
し
て
い
る
と
京
大
の
報
告
書
は
言
っ
て
い
る
。

か
く
て
僧
衆
窟
に
住
み
、
方
柱
窟
で
鏡
道
修
業
し
、
尊
像
窟
で
仏
伝
や
教
儀
を
味
わ
う
と
い
う
、

ワ
ン
セ
ッ
ト
の
機
能
を
そ
な
え
た
グ

と
を
証
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ル
ー
プ
が
六
つ
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
分
裂
と
ま
で
行
か
な
く
と
も
、
自
然
に
グ
ル
ー
プ
分
け
が
行
わ
れ
て
行
っ
た
こ

こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
現
代
の
イ
ン
ド
の
宗
教
事
情
が
あ
る
。
即
ち
、

ガ
ン
ジ
ス
川
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
か
ら

大
平
原
に
移
る
所
に
、
リ
シ
ケ
シ
と
い
う
ヒ
ン
ズ
ー
教
有
数
の
聖
地
が
あ
る
。
そ
こ
に
散
在
す
る
ア
シ
ュ
ラ
ム
で
は
、
有
名
な
指
導
者
が

「
数
々
損
出
」

ハ
高
橋
〉

亡
く
な
る
と
、
信
者
は
立
派
な
僧
を
求
め
て
他
の
ア
シ
ュ
ラ
ム
に
移
り
、
か
つ
て
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
ア
シ
ュ
ラ
ム
が
衰
退
し
て
行
く
と



「
数
々
一
顕
出
」

ハ
高
橋
〉

い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
、
宗
派
の
本
山
の
宿
坊
が
、
縁
故
と
か
形
だ
け
の
法
縁
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
と
違
っ
て
、
指
導
者
か
ら

指
導
者
に
よ
っ
て
栄
え
て
行
く
さ
ま
を
見
る
時
、
前
述
の
遺
跡
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
者
の
得
意
と
す
る
教
学
を
求
め
て
僧
が
集
り
、
従

っ
て
段
々
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ
て
行
き
、
最
後
に
分
派
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
、
私
は
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
を
念
頭
に
置
い
て
、
教
典
の
文
字
。
そ
れ
も
「
文
底
」
に
か
く
さ
れ
た
事
実
を
推
量
し
よ
う
と
思
う
。

4砂

法
華
経
は
実
に
不
思
議
な
経
典
で
あ
る
。
迫
害
と
そ
れ
に
耐
え
よ
と
い
う
文
字
で
埋
っ
て
い
る
。

そ
し
て
叉
「
た
と
え
一
句
一
備
で

も
」
と
い
う
無
数
の
言
葉
が
続
く
。

こ
れ
は
、
イ
ン
ド
の
宗
教
を
長
く
見
て
来
た
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
エ
ロ

l
ラ
の
石
窟
を
見
て
も
、
仏
教
ヒ
ン
ズ

( 104) 

！
教
ジ
ャ
イ
ナ
教
が
窟
を
連
ら
ね
て
、

一
つ
所
に
共
在
し
て
い
た
。
ア
シ
ョ
カ
大
王
然
り
、
彼
は
仏
教
に
寄
依
し
な
が
ら
も
、
他
宗
教
を

併
せ
保
護
し
て
い
た
。
過
去
の
事
実
だ
け
で
は
な
い
、
現
在
の
民
衆
も
、

ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
教
の
聖
地
に
詣
で
る
。
釈

尊
成
道
の
菩
提
樹
下
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
が
一
日
中
坐
っ
て
冥
想
し
て
い
て
も
異
和
感
も
な
い
。
勿
も
、
彼
等
に
と
っ
て
は
、
釈
迦
は
ず
ィ

シ
ュ
ヌ
の
十
番
目
の
化
身
に
は
違
い
な
い
が
。

こ
の
よ
う
な
、
す
べ
て
が
調
和
す
る
世
界
た
る
イ
ン
ド
の
考
え
方
と
、
法
華
経
乃
至
大
乗
仏
教
に
は
、
何
か
し
ら
異
質
の
も
の
を
感
ず

る
。
即
ち
、

一
仏
乗
の
一
神
論
と
、

「
数
々
擦
出
」
等
の
非
難
迫
害
の
文
字
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
は
法
華
経
の
久
遠
本
仏
、
浄
土
三
部
経

の
阿
弥
陀
一
仏
、
般
若
波
羅
蜜
多
の
仏
母
等
、

コ
仏
」
を
と
な
え
、
今
ま
で
に
共
存
し
た
イ
ン
ド
の
汎
神
論
、
即
ち
、
仏
は
す
べ
て
の

も
の
に
内
在
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、

起
越
的
な
一
神
論
へ
変
り
。

そ
し
て
又
倍
る
と
い
う
立
場
か
ら
、

仏
に
す
が
り
救
済
を
仰
ぐ
方



向
、
即
ち
仏
を
内
か
ら
外
へ
求
め
て
行
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、

モ
ン
丸
l
y
イ
ン
ド
の
汎
神
論
か
ら
、
砂
漠
的
宗
教
に
共
通
な
、

一
神
論
へ

の
思
想
的
な
転
回
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
私
は
、
異
端
を
徹
底
的
に
許
さ
ず
、

ひ
た
す
ら
砂
漠
の
砂
に
伏
し
又
、
金
曜
礼
拝
の
モ
ス
ク
に

集
る
大
群
衆
を
見
る
に
つ
け
、

エ
ロ

i
ラ
の
共
存
の
立
場
と
の
差
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
イ
ン
ド
的
共
在
の
立
場
を
、

は
っ
き
り
否
定
し
た
の
が
コ
ニ
乗
の
否
定
」
で
あ
る
。

「
三
乗
は
方
便
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
金
科
玉

条
と
す
る
お
前
達
は
、
悟
り
に
遠
く
は
な
れ
て
い
る
」
と
の
方
便
品
の
文
字
は
、
や
は
り
ガ
ン
ダ
l
ラ
と
い
う
乾
燥
的
風
土
の
中
で
生
れ

た
論
理
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

勿
も
現
在
、

タ
レ
リ
ー
や
ジ
ャ
マ

l
ル
ガ
リ
の
遺
跡
か
ら
眺
め
ら
れ
る
ガ
ン
ダ
l
ラ
の
平
野
は
、
緑
り
一
色
の
畑
で
う
ま
り
、
岩
だ
ら

け
の
山
々
と
美
し
い
コ

γ
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
戦
後
外
国
の
援
助
に
よ
り
、

ス
ワ
ッ
ト
川
か
ら
の
灘
翫
で
、
こ
の
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
私
が
三
十
年
前
、

は
じ
め
て
来
た
時
に
は
、
ベ
シ
ャ
ワ
ル
か
ら
カ
イ
パ
！
峠
に
か
け
て
、
現
在
も
ひ
ろ
が
っ
て

( 105) 

い
る
砂
漠
の
如
く
、
底
気
楼
の
舞
う
広
漠
た
る
荒
地
で
あ
っ
た
。
考
古
学
的
に
見
て
、
二
千
年
前
は
現
在
程
、
乾
燥
し
て
い
な
か
っ
た
と

は
い
え
、
緑
り
の
あ
っ
た
所
は
、

や
は
り
カ
プ
l
ル
川
と
、

ス
ワ
ッ
ト
川
の
流
域
の
み
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る

が
故
に
こ
う
し
た
砂
漠
的
風
土
が
法
華
経
の
三
乗
批
判
と
、
そ
れ
に
附
随
す
る
迫
害
の
コ
つ
の
基
盤
」
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

4争

法
華
経
の
中
に
散
見
す
る
非
難
迫
害
の
大
き
な
原
因
は
、
勿
論
他
教
へ
の
批
判
で
あ
る
。
当
時
の
既
成
の
仏
教
の
中
に
は
、
次
の
法
華

経
の
経
文
の
文
字
の
如
く
、
私
同
様
耳
の
い
た
い
僧
も
多
々
い
た
で
あ
ろ
う
。

「
知
態
劣
る
も
の
た
ち
は
、
森
林
で
の
生
活
ハ
阿
練
若
〉
を
守
り
、
ぼ
ろ
を
つ
ず
つ
た
衣
ハ
納
衣
〉
を
ま
と
っ
た
だ
け
で
、

ハ
高
橋
〉

『
我
々
は
耐
え
の
生
活
を
し

「
数
々
按
出
」



て
b、
る
＆－ 

>- －可

言数
う全

て置
よ

う？ とさ
」 ふ 品

、J

《

7
v

「
或
有
阿
鯨
若
、
納
衣
在
空
閥
、
自
調
行
真
道
、
軽
賎
人
問
者
」

《

8》

「
題
意
を
い
だ
き
、
心
が
ひ
ね
く
れ
、
欺
附
的
で
、
愚
か
で
、
し
か
も
思
い
上
っ
て
い
て
、
未
だ
得
て
い
な
い
の
に
得
て
い
る
と
妄
想
す
る
で
し
ょ
う
」

《

g》

「
悪
世
中
比
丘
、
邪
知
心
緒
曲
、
未
得
翻
行
真
道
、
我
慢
心
充
満
」

「
味
覚
の
楽
し
み
に
食
り
と
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
在
家
の
人
に
教
え
を
と
き
、
六
租
の
神
通
を
そ
な
え
た
ハ
阿
癒
漢
〉
の
よ
う
に
敬
ま
わ
れ
る
で
あ

《

mv

ろ
う
」

《

nv

「
貧
著
利
義
故
、
与
白
衣
説
法
、
為
世
所
恭
敬
加
六
通
羅
漢
」

と
、
当
時
の
出
家
仏
教
を
批
判
し
て
、
在
家
仏
教
の
正
法
性
を
標
携
す
る
意
欲
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
れ
が
同
じ
大
乗
系
の
宝
積
経
に
な
る
と
、
も
っ
と
痛
烈
で
あ
る
。

1 

( 106) 

「
人
里
は
な
れ
た
所
に
居
を
占
め
て
、
在
家
と
も
出
家
と
も
交
ら
ず
、
こ
と
ば
少
な
く
、
談
合
す
る
こ
と
も
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
沙
門
の

こ
の
よ
う
な
行
住
坐
臥
は
ハ
供
養
者
〉
を
あ
ざ
む
く
口
先
だ
け
の
欽
輔
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
を
清
め
る
た
め
で
も
な
く
、
静
け
さ
や
寂
け
さ

ハ

nv

を
得
る
た
め
の
も
の
で
も
な
く
、
修
練
の
た
め
の
も
の
で
も
な
い
」

2
、
「
こ
の
世
間
の
あ
る
種
の
沙
門
は
、
自
分
が
戒
を
ま
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
如
何
に
他
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う
か
と
考
え
て
戒
を
守
る
O
i－－－それ

ら
は
他
人
に
み
せ
び
ら
か
す
た
め
で
あ
っ
て
、
世
を
い
と
う
た
め
で
も
な
く
、
欲
情
を
離
れ
る
為
で
な
く
：
：
：
名
与
や
名
戸
や
賞
讃
を
追
求
す
る
沙
門

《

mv

で
あ
る
」

3
、
「
彼
等
小
乗
の
比
丘
た
ち
は
、
烏
の
よ
う
に
尊
大
で
横
柄
で
感
意
が
激
し
い
。
私
の
教
説
に
対
す
る
ね
た
み
と
、
慢
心
と
倣
り
の
火
に
や
か
れ
て
い

《

M
U

る」

5 

《路》

「
酒
の
酔
い
に
酔
っ
て
、
村
の
家
々
の
ま
わ
り
を
う
ろ
つ
き
ま
わ
る
」

「
ほ
と
け
の
教
え
を
、
人
々
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
徳
の
集
積
で
あ
る
聖
典
を
捨
て
置
き
、
彼
等
は
常
に
人
々
の
あ
い
だ
に
便
り
を
と
り
つ
ぐ
為
、
書

4 



《

mv

信
を
も
ち
運
ぶ
」

《汀〉

6
、
「
牝
牛
や
ロ
パ
や
馬
と
い
っ
た
家
畜
が
施
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
：
：
：
も
つ
ば
ら
耕
作
や
商
取
引
に
心
が
注
が
る
」

《

mv

7
、
「
塔
や
僧
団
に
属
す
る
物
品
か
、
彼
等
自
身
か
、
の
、
み
さ
か
い
も
な
い
」

8
、
「
出
家
し
て
い
な
が
ら
、
彼
等
が
愛
欲
を
欲
求
す
る
こ
と
は
な
は
だ
し
く
、
『
け
っ
し
て
愛
欲
に
ふ
け
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
お
ん
身
等
を
畜

《
M
U
V

生
や
餓
鬼
や
地
獄
の
境
涯
に
お
と
す
も
の
で
あ
る
』
と
常
に
在
家
者
に
説
く
が
、
彼
等
自
身
の
心
は
少
し
も
自
制
さ
れ
て
い
な
い
」

9
、
「
森
の
中
に
住
ん
で
も
、
彼
等
の
心
は
村
里
に
達
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
煩
悩
の
火
に
焼
か
れ
て
い
る
彼
等
の
心
は
け
っ
し
て
安
ら
か
に
落
ち
つ
い

《初》

て
は
い
な
い
」

等
々
、
僧
へ
の
批
判
は
延
々
と
続
く
、
然
し
立
派
な
僧
も
い
た
こ
と
は
、
次
の
文
字
か
ら
知
ら
れ
る
。

「
そ
う
い
う
末
の
時
代
に
あ
っ
て
な
お
、
い
ぜ
ん
と
し
て
戒
行
と
徳
を
そ
な
え
て
い
る
人
々
は
、
か
え
っ
て
蔑
視
さ
れ
る
。
彼
等
は
村
や
都
会
を
去
っ
て

門別》

森
林
に
住
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」

( 107) 

か
く
真
面
目
な
僧
が
寺
に
い
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
堕
落
し
た
教
団
と
し
て
、
既
成
の
仏
教
に
対
す
る
批
判
は
ま
す
ま
す
鋭
く
、
叉
そ

の
こ
と
を
通
じ
て
自
ら
の
正
当
性
、
そ
し
て
使
命
観
に
も
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
な
る
と
、
新
興
の
大
乗
グ
ル
ー
プ
は
、

前
掲
3
の

「
私
説
に
対
す
る
ね
た
み
と
、

慢
心
と
倣
り
の
火
に
焼
か
れ
て
い
る
」

の
如

く
、
既
成
教
団
か
ら
の
攻
撃
を
ま
と
も
に
う
け
る
こ
と
に
な
る
。

「
常
に
大
衆
の
中
に
あ
っ
て
、
我
等
を
段
ら
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
国
王
大
臣
婆
鰻
門
居
士
及
び
余
の
比
丘
衆
に
向
っ
て
誹
諒
し
て
、
我
が
悪
を
説
い

て
、
是
れ
邪
見
の
人
、
外
道
の
論
議
を
説
く
」
ハ
法
華
経
勧
持
品
〉

「
是
の
愚
痴
人
は
我
が
法
中
に
お
い
て
沙
門
と
な
り
、
返
り
て
般
若
波
癌
蜜
多
を
誹
務
し
て
道
に
非
ら
ず
と
い
う
」
ハ
道
行
般
若
経
〉

「
愚
人
が
般
若
仏
説
を
諦
言
し
て
、
こ
れ
仏
説
に
非
ら
ず
、
若
し
は
魔
、
若
し
は
施
民
の
作
る
と
こ
ろ
な
ら
ん
」
と
。
ハ
大
智
度
論
巻
六
三
、
釈
信
誘
品

巻
六
八
〉

「
数
々
一
揖
出
」
ハ
高
橋
〉



「
数
々
損
出
」

ハ
高
橋
〉

タフト・イー・パーヒー僧院複現図〈原図カラチ博〉

か
く
既
成
仏
教
か
ら
の
非
難
迫
害
が
強
け
れ
ば
強
い
程
、
新
興
の

グ
ル
ー
プ
は
法
は
荘
麗
な
山
頂
の
寺
々
に
、
で
は
な
く
、
真
面
目
に

法
を
受
持
読
読
解
説
書
写
す
る
所
に
あ
る
。
そ
の
所
こ
そ
道
場
で
あ

る
と
い
う
意
識
が
わ
い
て
来
る
。

そ
も
そ
も
、

ガ
ン
ダ

l
ラ
の
遺
跡
を
め
ぐ
り
歩
く
時
、
当
時
如
何

に
仏
塔
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
が
、
実
感
出
来
る
。
即
ち
大
き
な

主
塔
の
ま
わ
り
に
は
無
数
の
奉
献
塔
。
ク
フ
ト
・
イ
l

・パ

l
ヒ
ー

の
よ
う
に
、
主
塔
の
ま
わ
り
に
奉
献
塔
や
巨
大
な
仏
禽
の
列
、
そ
の

中
に
は
二
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
仏
像
や
ス
ト
ウ
l
パ
が
安
置
さ
れ

( 108) 

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
本
山
級
の
大
寺
院
な
ら
ず
と
も
、
例
え

は；

ス
ワ
ッ
ト
の
プ
ト
カ
ラ
遺
跡
か
ら
約
一
キ
ロ
、
新
た
に
発
掘
さ

れ
た
小
さ
な
寺
の
遺
跡
で
も
、
主
塔
の
ま
わ
り
に
は
、
や
は
り
大
き

な
仏
詣
で
主
塔
を
ぐ
る
り
と
と
り
ま
き
、
無
数
の
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
が

完
全
に
残
っ
て
い
る
か
ら
、
大
き
な
寺
で
な
く
と
も
、
如
何
に
多
く

の
仏
塔
で
う
ま
っ
て
い
た
か
が
わ
か
ろ
う
。

こ
う
な
る
と
小
乗
の
寺
へ
の
攻
撃
は
勢
い
、
そ
の
シ

γ
ポ
ル
た
る

仏
塔
崇
拝
の
否
定
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
も
と
も
と
仏
塔



崇
拝
は
釈
噂
の
泣
命
に
そ
む
く
も
の
と
し
て
伯
は
こ
れ
に
か
か
わ

ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
即
ち
大
般
浬
然
経
の
有
名
な
言
葉
に

「
阿
難
ょ
、
放
等
は
舎
利
供
養
に
奉
仕
し
て
は
な
ら
な
い
。
最
高
普
の

た
め
に
努
力
せ
よ
：
：
：
阿
難
ょ
、
如
来
は
伝
心
厚
き
刺
市
川
利
の
賢
者
獲

経
門
の
賢
阜
市
川
土
の
賢
者
が
あ
り
て
如
来
の
舎
利
供
出
伐
を
な
す
で
あ
ろ

う
L-

と
あ
る
如
く
、
本
来
は
山
家
の
た
ず
さ
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た。
然
し
ア
シ
ョ
カ
王
の
八
万
凶
千
の
仏
wm供
長
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
仏
搭
供
長
が
余
り
に
も
盛
ん
に
な
る
と
、
か
た
く
な
に
、

仏
原
供
長
を
否
定
し
て
い
た
部
派
も
、
こ

の
趨
勢
を
う
け
入
れ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
的
院
の
外
に
迫
雌
が
ち
に

〈

mv

安
立
し
記
っ
た
。
そ
れ
が
段
々
大
き
く
明
巾
さ
れ
て
、
荘
大
に
な

（
間
叫
｝

り
、
旦
又
例
院
内
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く

て
、
こ
の
仏
原
供
花
が
小
釆
仏
教
の
寺
々
で
m
閉
め
て
大
き
な
ウ
エ

イ
ト
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
叉
大
釆
の
徒
に
は
そ
れ
が
小
乗
仏
教

の
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
思
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下

「
数
々
一
桜
山
」

（
高
橋
〉

c 109) 



「
数
々
損
出
」

ハ
高
橋
〉

に
「
法
を
観
ず
る
」
在
家
教
団
は
後
述
の
事
例
の
如
く
「
仏
塔
否
定
」
を
旗
じ
る
し
と
し
て
成
長
し
て
行
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た。
「
如
来
滅
後
、
若
有
受
持
説
罰
、
為
他
人
説
、
若
白
書
、
若
教
人
雷
、
供
養
経
巻
、
不
須
復
起
塔
寺
及
造
僧
坊
、
供
養
衆
僧
」
ハ
分
別
功
徳
品
〉

「
如
来
滅
後
、
若
有
受
持
説
諦
為
他
人
説
、
若
白
書
若
教
人
番
供
養
経
巻
、
不
須
能
持
是
経
、
兼
行
布
施
持
戒
忍
痔
精
進
一
心
知
時
其
徳
最
勝
無
量
無

辺
」
ハ
分
別
功
徳
品
〉

と
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
宝
積
経
郁
迦
長
者
経
に
に
あ
る
。

「
世
尊
た
ち
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
宝
石
の
搭
を
建
て
：
：
：
僧
伽
に
対
し
て
も
い
の
も
の
限
り
あ
ら
ゆ
る
快
い
道
具
を
用
い
て
給
仕
し
て
も
：
：
：
こ
の
経

説
を
受
持
せ
ず
、
身
に
つ
け
ず
、
口
に
唱
え
ず
：
：
：
他
を
し
て
そ
れ
に
入
ら
し
め
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
菩
麓
は
過
去
に
せ
よ
、
未
来
に
せ
よ
、
現
在
に
せ

《鈍》

ょ
、
如
来
を
供
養
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」

「
も
し
菩
躍
が
あ
っ
て
、
こ
の
教
説
を
聞
き
：
：
：
正
法
が
久
し
く
世
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
菩
躍
は
過
去
未
来
現
在
の
も
ろ
も
ろ
の
ほ

内部》

と
け
、
世
尊
に
供
養
し
た
こ
と
に
な
る
」

「
か
の
愚
痴
の
人
は
我
が
法
の
中
に
お
い
て
出
家
を
得
た
り
と
い
え
ど
も
、
我
が
法
を
解
せ
ず
、
出
家
の
行
を
捨
て
、
た
だ
搭
廟
舎
利
を
供
養
し
、
自
活

の
た
め
の
故
に
、
衣
鉢
を
得
ん
が
為
に
、
利
養
の
た
め
の
故
に
、
名
聞
の
為
の
故
に
、
こ
の
事
を
な
さ
ん
が
故
に
舎
利
を
供
養
す
る
な
り
：
・
・
：
迦
薬
よ
、

ま
さ
に
来
る
べ
き
世
の
後
の
五
百
歳
に
於
て
は
相
似
の
沙
門
あ
っ
て
、
衣
服
形
貌
は
沙
門
に
似
せ
れ
ど
も
、
戒
は
相
似
ず
、
定
は
相
似
ず
、
態
は
相
似
ざ

〈

mv

る
も
の
あ
り
」

( 110) 

と
あ
り
、
叉
般
若
経
系
で
は

「
供
養
さ
れ
る
べ
き
完
全
に
倍
っ
た
如
来
た
ち
の
全
知
者
性
は
知
慈
の
完
成
か
ら
生
じ
た
も
の
：
：
：
如
来
の
遺
骨
の
供
養
は
全
知
者
に
根
拠
を
も
っ
て
い

る
O
i－
－
－
知
惑
の
完
成
を
書
物
の
か
た
ち
に
だ
け
で
も
し
て
保
存
し
、
安
置
す
る
と
し
よ
う
。
更
に
、
こ
の
知
慈
の
完
成
を
花
：
：
：
旗
を
供
え
：
・
：
・
灯
明

や
花
輪
を
供
え
て
恭
敬
L
i－
－
－
カ
ウ
ジ
カ
よ
、
七
宝
で
で
き
、
如
来
の
遺
骨
を
納
め
た
ス
ト
A
y

－
－
ハ
を
建
立
す
る
と
と
よ
り
生
ず
る
福
徳
の
集
積
は
、
そ

《

mv

の
百
分
の
一
千
分
の
一
、
コ
l
テ
ィ

l
分
の
一
：
：
：
に
も
及
ば
な
い
」



等
、
同
様
の
趣
旨
の
所
は
未
だ
未
だ
あ
る
。
特
に
興
味
あ
る
所
は

「ア
l
ナ

γ
ダ
よ
、
こ
の
知
懇
の
完
成
が
世
間
に
流
布
し
て
い
る
限
り
、
如
来
は
ハ
そ
こ
に
）
存
在
す
る
と
知
り
、
如
来
が
教
え
を
説
い
て
い
る
の
だ
と

知
り
な
さ
い
O
i－
－
－
次
の
よ
う
な
有
情
は
如
来
の
近
く
を
住
い
と
し
て
い
る
の
だ
と
知
り
な
さ
い
。
ハ
す
な
わ
ち
〉
知
慈
の
完
成
を
聞
き
、
習
い
、
覚

え
、
唱
え
、
理
解
し
、
宜
布
し
、
説
き
、
述
べ
教
示
し
、
読
請
し
、
書
写
し
、
花
、
薫
香
香
料
花
環
塗
番
紛
呑
僧
衣
傘
瞳
鈴
旗
を
供
え
、
ま
た
周
辺
に
も

《

mv

灯
明
や
花
環
を
供
え
、
種
々
の
供
養
の
仕
方
を
も
っ
て
恭
敬
し
、
尊
重
し
奉
仕
し
、
供
養
し
、
讃
嘆
し
、
祈
願
す
る
だ
ろ
う
も
の
た
ち
は
」
ハ
引
線
筆
者
）

と
仏
塔
供
養
を
否
定
し
て
い
る
。

更
に
阿
弥
陀
経
に
は
、
阿
弥
陀
の
二
十
四
願
中
、
第
六
願
「
仏
塔
の
願
」
の

「
若
し
善
男
子
普
女
人
が
我
が
固
に
来
生
せ
ん
と
欲
し
て
我
を
用
い
る
が
故
に
、
益
々
替
を
作
し
、
若
し
く
は
分
椴
布
施
し
、
搭
を
諮
り
焼
呑
し
、
花
を

《

mv

散
じ
灯
を
燃
し
：
・
・
：
塔
を
起
こ
し
寺
を
作
り
」

( 111) 

の
立
場
か
ら
段
々
一
闘
が
進
む
に
つ
れ
、
名
号
の
受
持
が
強
く
な
る
と
、
遂
に
塔
崇
拝
が
な
く
な
っ
て
行
く
。

か
く
当
時
の
新
興
の
在
家
教
団
が
共
通
に
旗
じ
る
し
と
し
た
の
は
、
仏
塔
の
否
定
と
、
経
典
即
ち
法
の
重
視
で
あ
っ
た
。
法
華
経
も
こ

の
時
代
の
流
れ
に
、
さ
か
ら
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

⑨ 

前
述
の
八
千
煩
般
若
経
の
「
知
懇
の
完
成
が
流
布
し
た
所
、
そ
こ
に
如
来
は
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
ど
こ
で
も
道
場
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
連
ら
な
る
。

小
乗
の
立
派
な
寺
だ
け
が
道
場
だ
け
で
は
な
く
、
山
か
げ
の
庵
や
町
の
在
家
の
家
の
中
で
、
細
々
と
然
も
真
面
目
に
「
受
持
読
読
解
説

書
写
す
る
所
が
道
場
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
数
々
損
出
」

（
高
橋
〉



「
数
々
損
出
」
ハ
高
橋
〉

「
若
経
巻
所
住
之
処
、
若
於
国
中
、
若
於
林
中
、
若
於
樹
下
、
若
於
僧
坊
、
若
白
衣
舎
若
在
股
堂
、
若
山
谷
噴
野
、
是
中
皆
応
、
起
塔
供
養
、

何
、
当
知
是
処
即
是
道
場
、
諸
仏
於
此
、
得
阿
弱
多
羅
三
薮
三
菩
提
、
諸
仏
於
此
、
転
於
法
輪
諸
仏
於
此
、
而
般
湿
繋
」
ハ
神
力
晶
〉

所
以
者

こ
れ
は
叉
、
宝
塔
晶
の
、
法
華
経
の
説
か
れ
る
所
、

い
ず
く
な
り
と
も
宝
塔
が
涌
現
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
仏
塔
否
定
の
流
れ
に
あ
っ
て
、
法
華
経
だ
け
は
少
々
ニ
ュ
ア

γ
ス
が
違
っ
て
い
る
。
前
述
の
神
力
品
に
し
て

も
「
そ
こ
に
塔
を
建
て
よ
」
と
依
然
、

「
仏
イ
コ
ー
ル
塔
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

勿
も
、
塚
本
博
士
に
よ
る
と
、

「
サ
ン
久
リ
ク
ッ
ト
原
典
は
の
包

qm
ハ
支
提
・
制
多
・
洞
堂
・
廟
〉
と

ω
Z
E
ハ
塔
・
寧
堵
波
〉
を

区
別
し
て
い
る
が
、

「
妙
法
華
」
で
は
両
者
を
区
別
し
な
い
で
、

「
塔
」
と
訳
し
て
い
る
と
し
ハ
法
華
経
の
成
立
と
背
景
一
五
一
頁
〉

妙
法
華
で
「
阿
逸
多
よ
、
こ
の
善
男
子
等
女
人
の
若
し
く
は
坐
し
若
し
く
は
立
ち
、
若
し
く
は
経
行
せ
ん
処
、
こ
の
中
に
、
即
ち
応
に
塔
を
建
つ
ベ
し
、

一
切
の
天
人
は
皆
応
に
供
養
す
る
こ
と
塔
の
如
く
す
べ
し
」
ハ
岩
波
文
庫
法
華
経
六
四
頁
〉
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と
あ
る
の
が
、
ヶ
ル

γ
本
で
は

「
ア
ジ
タ
よ
、
こ
の
普
男
子
、
普
女
人
が
住
し
、
坐
し
、
経
行
す
る
所
に
は
、
ア
ジ
タ
よ
、
如
来
の
た
め
に
支
提
〈
の
包
寄
る
が
建
立
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
は
如
来
の
塔
窃
吉
田
冨
〉
で
あ
る
と
、
諸
天
を
共
な
る
世
間
ハ
の
人
び
と
〉
に
よ
っ
て
言
わ
る
べ
き
で
あ
る
」
〈
塚
本
氏
同
番
一
五
四
頁
）

と
舎
利
塔
と
、

「
法
」
を
納
め
た
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
法
華
経
も
八
千
頭
般
若
経
の
如
く
舎
利
塔
を
否
定
し
、

「
法
」
を
安
置
し
た
支
提
の
包
件
習
を
強
調
し
、

「
法
」
の
重
視
に
向

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
小
乗
の
よ
う
な
舎
利
塔
崇
拝
に
逆
も
ど
り
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
礼
拝
の
対
象
は
塔
か
ら
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
に
、
そ
し
て
そ
の
中
に
安
置
す
る
も
の
は
仏
像
に
変
っ
て
行
く
の
が
歴
史
的
傾
向
で

あ
る
。
こ
れ
は
遺
跡
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
即
ち
タ
キ
シ
ラ
の
シ
ル
カ
ッ
プ
に
、
サ
カ
・
パ
ル
タ
イ
時
代
の
馬
蹄
型
の
チ
ャ
イ
ト
ヤ

堂
が
出
現
し
、
塔
自
体
が
お
堂
の
内
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
ア
ジ
ャ

γ
タ
や
カ
ル
ラ
l
・
パ
ジ
ャ
l
・
カ
ン
ヘ
リ
1
等
の



窟
院
も
同
じ
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
勿
も
窟
院
は
塔
自
体
が
窟
の
中
に
安
置
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
地
上
の
建
物
と
し
て
は
、

サ

γ
チ
！
大
塔
の
近
く
に
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
が
残
り
、
又
ナ
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ

γ
ダ
の
僧
院
に
は
入
口
内
部
の
両
側
に
向
き
合
う
形
で
、
二
つ

の
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
内
に
仏
像
と
塔
が
安
置
さ
れ
た
跡
が
残
っ
て
い
る
。

か
く
、
多
く
の
事
例
か
ら
ス
ト
ウ
l
パ
か
ら
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
に
変
っ
て
行
く
傾
向
が
跡
付
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
搭
自
体
も
こ
う
し
た
傾

向
か
ら
「
舎
利
」
の
塔
か
ら
「
法
」
の
塔
に
性
格
が
変
っ
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
妙
法
華
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
差
と
い
う
も
の

は
、
こ
の
よ
う
な
過
渡
的
な
時
代
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

特
に
ス
ワ
ッ
ト
の
奥
地
の
ユ
モ
グ
ラ
ム
ハ
写
真
参
照
〉
に
実
に
ユ
ユ

l
ク
な
仏
塔
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
仏
・
法
・
僧
三
宝
の
三
つ
の

塔
が
並
ん
で
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
法
」
の
塔
は
、
内
に
経
典
を
納
め
る
よ
う
な
、

チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
に
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
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さ
れ
る
。
叉
法
華
経
の
ギ
ル
ギ
ッ
ト
本
で
有
名
な
ギ
ル
ギ
ッ
ト
文
書
の
出
土
し
た
塔
も
、
そ
の
覆
鉢
体
の
内
に
木
箱
が
あ
っ
て
、
中
に
経

典
が
多
数
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

八
千
頚
般
若
経
の
「
知
慈
の
完
成
を
香
物
の
か
た
ち
に
し
、
：
：
：
花
旗
を
供
え
、
灯

明
や
花
輪
を
供
し
・
・
・
・
・
・
」

（
前
掲
注
幻
〉
の
文
字
が
実
証
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

そ
も
そ
も
法
華
経
は
布
施
博
士
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
、
成
立
の
時
期
を
異
に
す
る
も
の
の
集
合
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
塔
の
建
立
と
そ
の
供
養
を
す
す
め
る
方
便
品
等
の
第
一
期
の
も
の
は
、
舎
利
供
養
が
流
行
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
は
「
舎
利
供

養
は
在
家
の
も
の
」

ハ
大
般
浬
繋
経
〉
と
し
て
、
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
教
団
も
遂
に
無
視
出
来
な
く
な
っ
て
、
こ
れ
を
と
り
入
れ
た
小
乗

仏
教
時
代
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
時
期
の
も
の
と
私
は
考
え
る
。
こ
れ
が
、

「
舎
利
を
供
養
す
る
も
の
は
：
：
：
沙
を
褒
め
て
仏
塔
を
作
れ
る
、
か
く
の
如
き
、
諸
々
の
人
等
は
皆
己
に
仏
道
を
成
じ
た
り
」

一二

l
－
－
四
〉

（
岩
波
文
庫
法
華
経
上
一

「
数
々
損
出
」

ハ
高
橋
〉



「
数
々
摘
出
」

ハ
高
橋
〉

「
ジ
ナ
の
た
め
に
塔
を
〈
建
立
せ
ん
〉
と
す
る
子
供
ら
は
す
べ
て
覚
り
を
得
る
も
の
と
な
っ
た
」

〈
ケ
ル

γ
本
法
華
経
ニ
章
偏
七
九
〉

の
表
現
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

然
し
時
代
は
変
っ
て
行
く
、
第
二
期
の
法
師
品
以
後
の
「
舎
利
塔
」
か
ら
「
法
の
塔
」
の
重
視
は
、
勢
い
、
前
述
の
如
き
チ
ャ
イ
ト
ヤ

堂
の
造
立
を
す
す
め
る
時
代
と
並
行
し
て
行
っ
た
。
且
つ
叉
か
く
法
華
経
自
体
、
思
想
的
に
深
化
発
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

ニ
つ
の
立
場
が
、

一
つ
の
経
典
の
中
に
並
存
し
、
猶
前
述
の
羅
什
訳
の
神
力
品
の
、

「
そ
こ
に
塔
を
建
て
よ
」
の
文
章
や
、
チ
ャ
イ
ト
ヤ

堂
と
い
っ
て
も
内
に
安
置
す
る
塔
が
舎
利
塔
か
法
の
塔
か
は
一
見
区
別
出
来
ず
、
第
三
者
か
ら
は
理
解
さ
れ
ず
に
、
矛
盾
・
不
徹
底
と
、

指
摘
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
止
む
を
得
な
い
商
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
法
華
経
の
「
迫
害
・
非
難
」
の
宿
命
性
を

見
る
の
で
あ
る
。

＠ 

(JJ4) 

さ
て
、
こ
こ
で
当
時
の
小
乗
仏
教
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
内
部
に
は
そ
ろ
そ
ろ
大
乗
仏
教
に
心
を
よ
せ
る
僧
も
出
て
い
る
こ
と
が
次

の
経
文
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

「
彼
は
僧
院
に
入
っ
た
ら
、
誰
れ
が
多
く
を
学
ん
だ
比
丘
か
、
だ
れ
が
よ
く
、
法
を
説
〈
比
丘
か
、
だ
れ
が
よ
く
戒
律
を
保
つ
比
丘
か
、
だ
れ
が
戒

t
i｝
t
i
t
i
－
；

i
！
ハ
叩

M

律
の
要
綱
を
保
持
す
る
比
丘
か
、
だ
れ
が
菩
躍
を
保
持
す
る
比
丘
か
、
だ
れ
が
：
：
：
誰
が
三
味
に
い
そ
し
む
比
丘
か
、
だ
れ
が
菩
醸
乗
の
比
丘
か
：
：
：
」

2
、
「
一
切
の
二
乗
の
儀
式
を
行
ず
る
と
現
じ
て
、
内
々
に
は
ぎ
の
普
瞳
の
行
を
捨
て
お
〈
引
線
筆
者
〉

と
、
然
し
か
く
僧
が
心
を
よ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
小
乗
仏
教
の
僧
伽
自
体
の
中
に
、
所
謂
大
乗
的
な
考
え
方
が
出
て
い
る
こ
と
は
注
意

さ
る
べ
き
で
あ
る
。
時
代
は
と
う
と
う
と
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
行
っ
た
こ
と
が
、
小
乗
仏
教
の
僧
伽
へ
の
寄
附
銘
文
か
ら
知
ら



れ
る
。川

ピ
マ
l
ラ
γ
出
土
舎
利
容
器

世
尊
の
舎
利
に
対
し
て
：
：
：
一
切
諸
仏
へ
の
供
養
の
た
め
に
：
：
：
〈
サ
カ
族
の
王
ア
ゼ
ス
の
銅
賞
が
伴
出
：
：
：
前
一
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
〉

ω
マ
ト
ウ
l
ラ
出
土
獅
子
柱
頭
銘
文

ハ

mg

説
一
一
切
有
部
の
所
領
と
し
て
、
一
切
諸
仏
の
供
養
と
法
へ
の
供
養
憎
伽
へ
の
供
養
と
し
て
サ
カ
国
へ
の
供
養
と
し
て
戸
サ
カ
は
前
一
世
紀
か
ら
一
後
世

紀）
川
カ
ラ
ワ
ン
出
土
銘
文
（
有
部
の
寺
）

《制》

ア
ゼ
ス
の
一
三
四
年
：
：
：
一
切
衆
生
の
た
め
：
・
：
・
〈
こ
の
福
業
が
〉
浬
撲
の
証
得
を
も
た
ら
さ
ん
こ
と
を
〈
後
七
七
年
）

川
カ
プ
l
ル
西
方
三
十
マ
イ
ル
君
”
三
島
出
土
舎
利
道
銘
文

一
切
衆
生
に
対
し
て
無
病
が
、
更
に
地
獄
よ
り
最
高
の
存
在
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
も
の
：
：
：
更
に
邪
信
の
人
に
対
し
て
も
最
上
の
福
が
〈
後
一
七

《部》

九
年
〉
こ
の
寺
は
大
衆
部
の
所
領
で
あ
る
。
」

川
ナ
ガ
l
ル
ジ
ュ
ナ
コ

γ
ダ
大
塔
石
柱
銘
文
（
大
衆
部
、
西
山
部
、
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
の
寺
が
あ
っ
た
〉

湖
到
瑚
樹
剰
剰
釧
刈
叫
吋
ー
の
回
向
と
し
て
：
：
・
・
彼
等
が
両
方
の
世
界
（
現
在
・
未
来
）
に
於
て
利
益
と
安
楽
を
得
ん
が
為
に
、
叉
彼
女
自
身
が
程
繋
の

《鎚》

至
福
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
、
叉
一
切
世
界
の
利
益
と
安
楽
を
得
ん
と
願
っ
て
（
後
三
世
紀
〉
ハ
点
線
は
筆
者
〉

( 115) 

即
ち
、
前
一
世
紀
か
ら
後
一
世
紀
ま
で
に
「
一
切
諸
仏
」
が
出
、

ωの
如
く
、
後
七
十
七
年
に
は
「
受
記
」
思
想
と
も
思
わ
れ
る
考
え

が
出
、
川
の
如
く
、
二
世
紀
後
半
に
は
悪
人
成
仏
の
考
え
方
が
、
叉
三
世
紀
に
は
附
の
如
く
、

コ
ニ
世
」
と
い
う
考
え
方
が
出
て
い
る
。

特
に
こ
れ
ら
の
銘
文
を
貫
い
て
い
る
考
え
方
は
、

「
自
分
の
為
し
た
行
為
の
功
徳
が
第
三
者
に
向
け
ら
れ
る
」
と
い
う
、

「
利
他
」
の
思

想
で
あ
る
。
か
く
、
大
乗
の
考
え
方
が
当
時
の
小
乗
の
僧
の
中
に
も
、
或
は
僧
伽
に
も
侵
入
し
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

然
し
て
、
こ
れ
ら
の
大
乗
的
な
考
え
方
は
一
体
ど
こ
か
ら
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
数
々
一
損
出
」

（
高
橋
）



も「
、出

出家
かの
け普「
て醸数
行が三
つ、覇

支こ巴

こ選
のか
経示
巻め
をて
供白
養家
k の
．家

或に

詳事
可五
を過
塑失
、は
重示
遁丞 0 

支又
きと

主猛
雪《巻
と~~を
ー受
持
調
爾
す
る
菩
薩
が
L、
る
と
聞

け
は

努
で
あ
っ
て

（
高
橋
〉

の
阿
閥
仏
国
経
徳
号
法
経
の
文
字
の
如
く
、
在
家
の
家
や
小
さ
な
庵
を
中
心
に
し
て
起
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

然
し
て
小
乗
の
寺
の
中
や
、

メ
ハ
サ

y
F
の
如
く
、
小
乗
の
寺
の
近
く
で
〈
食
事
を
共
に
し
な
い
グ
ル
ー
プ
を
大
乗
の
は
し
り
と
仮
定

し
て
〉
、
大
乗
に
心
を
よ
せ
る
僧
達
が
い
て
も
、
そ
れ
が

n
ひ
そ
か
に
u
内
々
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
程
問
題
で
な
か
っ
た
ろ
う
。

即
ち

「
一
彼
等
は
激
し
く
欠
点
を
い
い
つ
の
る
こ
と
も
な
い
。
更
に
他
の
声
聞
の
道
に
属
す
る
比
丘
た
ち
の
名
を
あ
げ
て
非
難
す
る
こ
と
も
な
〈
、
似
合
め
だ
て
す

（却》

る
こ
と
も
な
く
、
彼
等
に
敵
対
心
を
い
だ
く
こ
と
も
な
い
」

円
m
側
》

「
こ
の
経
典
を
愚
か
な
人
の
前
で
は
、
け
っ
し
て
説
い
て
は
な
ら
な
い
」

《

uv

「
誰
か
の
悪
口
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
異
っ
た
見
解
を
述
べ
て
は
な
ら
な
い
」

《

av

「
こ
の
経
典
を
秘
か
に
匠
れ
て
で
も
、
あ
る
い
は
誰
か
一
人
の
人
の
た
め
に
説
き
明
す
な
ら
」

( 116) 

と
。
然
し
大
乗
が
段
々
力
が
つ
い
て
来
て
、

「
良
家
の
子
等
よ
、
あ
な
た
方
は
、
こ
の
上
な
い
正
し
い
普
提
か
ら
、
遠
く
は
な
れ
、
あ
な
た
が
た
は
、
そ
れ
〈
普
提
〉
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、

ハ
組
制
》

あ
な
た
が
た
は
、
完
全
な
怠
惰
な
暮
し
を
送
っ
て
い
て
、
か
の
〈
如
来
の
〉
知
を
き
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
高
飛
車
な
態
度
を
と
る
に
至
る
と
、

「
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
た
り
、
く
り
返
し
く
り
返
し
、
何
度
も
〈
座
席
を
〉
割
り
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
精
舎
か
ら
い
追
出
さ
れ
た
り
、
種
々
の
悪
口
一
雑

《

uv

言
を
あ
び
せ
ら
れ
て
」
「
態
口
而
聾
壁
、
数
々
見
摘
出
、
逮
離
於
筆
マ
」
（
勧
持
品
〉

と
、
意
地
悪
さ
れ
た
り
、
追
放
の
憂
き
目
を
見
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
な
攻
撃
は
、
小
乗
の
寺
や
近
く
に
住
む
だ
け
で
な
く
、
先
程
の
経



文
の
町
の
中
の
自
家
の
家
に
住
み
、
大
乗
に
心
を
よ
せ
る
人
達
に
も
当
然
加
え
ら
れ
る
。
教
義
的
だ
け
で
な
く
、

と
の
経
済
的
な
関
係
に
よ
る
小
乗
教
団
の
危
機
感
も
加
っ
て
。

ス
ポ

γ
サ

l
の
信
者
逮

然
し
、
何
よ
り
、
小
乗
の
彼
等
が
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
達
が
、
釈
尊
の
金
言
と
し
て
伝
来
し
た
阿
含
等
の
所
依
の
経
典
を

方
便
品
の
所
説
の
如
く
「
方
便
」
即
ち
本
当
の
も
の
で
な
い
と
い
い
放
つ
だ
け
で
な
く
、
あ
ま
つ
さ
え
新
興
の
グ
ル
ー
プ
が
自
分
勝
手
に

経
典
を
編
纂
し
た
も
の
を
、

「
経
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

即
ち
阿
難
四
事
経
に

「
世
に
高
節
清
潔
無
欲
な
る
沙
門
党
志
あ
り
、
こ
の
曹
高
の
口
の
述
べ
る
所
は
皆
こ
れ
諸
仏
の
遺
典
な
り
」

と
大
乗
側
が
公
然
と
言
い
放
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

《必》

『
こ
れ
ら
の
比
丘
は
異
教
徒
で
あ
っ
て
、
利
得
と
名
与
に
と
ら
わ
れ
て
、
自
分
遣
の
勝
手
気
ま
ま
の
言
い
分
を
教
え
る
』
と
：
：
：

《必》

「
利
得
と
名
与
を
求
め
て
、
自
分
で
教
典
を
編
纂
し
て
、
集
会
の
中
で
説
教
す
る
と
私
共
を
腐
る
」

円
四
む

「
私
共
の
こ
と
を
非
難
し
て
異
教
の
教
儀
を
ひ
ろ
め
る
：
：
：
」

《却》

「
ヤ
ク
シ
ヤ
の
形
相
を
し
た
多
く
の
比
丘
た
ち
が
私
ど
も
を
罵
倒
し
よ
う
と
も
」

(117) 

と
小
乗
教
徒
の
非
難
の
さ
ま
が
、
教
典
の
中
に
は
っ
き
り
と
よ
み
と
ら
れ
る
。
更
に
常
不
軽
菩
薩
に
対
す
る
迫
害
に
於
て
「
増
上
慢
の
比

丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
」
と
は
っ
き
り
「
四
部
あ
り
て
」
と
い
っ
て
い
る
。
か
く
て
迫
害
は
僧
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
小
乗
を
信
ず
る

在
家
の
人
々
か
ら
も
う
け
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

然
し
て
、
更
に
私
は
こ
の
迫
害
誹
誘
は
こ
の
小
乗
四
部
の
衆
だ
け
で
は
な
く
、
大
乗
側
か
ら
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。

「
さ
ら
に
叉
、
マ

y
ジ
ュ

V
リ
1
よ
、
如
来
が
完
全
な
浬
繋
に
は
い
っ
た
の
ち
、
正
し
い
教
b

宅
か
消
滅
に
瀕
す
る
最
後
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
経
典
を

受
持
し
て
い
る
菩
醸
大
土
は
ハ
他
人
を
）
う
ら
や
む
こ
と
な
く
、
偽
る
こ
と
な
く
、
敗
く
こ
と
も
な
い
菩
薩
大
士
で
あ
っ
て
、
菩
離
の
道
に
属
す
る
他
の

「
数
々
一
損
出
」

ハ
高
橋
〉



ハ
高
橋
〉

人
を
非
難
せ
ず
、
詩
ら
ず
、
軽
麗
し
な
い
。
（
こ
の
経
典
の
受
持
者
は
〉
声
聞
の
道
に
属
す
る
も
の
で
あ
れ
、
独
覚
の
道
に
属
す
る
も
の
で
あ
れ
、
菩
麗

の
道
に
属
す
る
も
の
で
あ
れ
、
他
の
比
丘
比
丘
尼
信
男
信
女
た
ち
に
、
心
の
困
惑
疑
悔
を
起
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
「
良
家
の
子
ら
よ
、
あ
な
た
方
は
こ

の
上
な
い
正
し
い
菩
提
か
ら
遠
く
は
な
れ
、
あ
な
た
が
た
が
ハ
菩
提
〉
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
：
：
：
」
と
言
っ
て
菩
｜
劃
制
組
制
周
引
制
倒
州
制
削

内
錦
》

も
、
心
の
困
惑
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
は
な
い
」
ハ
引
線
筆
者
）

「
数
々
按
出
」

こ
の
経
文
は
、
法
が
消
滅
に
類
す
る
最
後
の
時
代
に
於
い
て
、

「
快
い
触
れ
合
い
の
中
で
、
危
害
を
う
け
ず
に
、
こ
の
法
門
を
説
き
ひ

ろ
め
る
」
に
は
「
菩
薩
の
道
に
属
す
る
他
の
人
を
非
難
せ
ず
、
誘
ら
ず
軽
蔑
し
な
い
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
三
の
安
楽
行
だ

と
説
い
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
返
し
て
み
る
と
現
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
他
と
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
教
団
で
律
や
戒
が
規
定
さ
れ
る
の
は
、
或
る
一
つ
の
問
題
が
起
っ
た
時
、
今
後
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
ら
な
い
よ
う
、
そ
の
都

度
そ
の
都
度
、
新
た
な
律
や
戒
が
き
め
ら
れ
て
行
っ
て
大
部
な
律
蔵
の
体
系
が
出
来
た
よ
う
に
、
菩
薩
の
道
に
属
す
る
他
の
人
と
い
ろ
い

ろ
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
教
え
が
示
さ
れ
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。
八
千
頭
般
若
経
に
も
、
左
の
経
典
が
残
さ
れ
て
い

(118) 

る。
「ア
l
ナ
ン
ダ
よ
、
菩
盛
大
士
は
別
の
菩
醸
乗
に
よ
っ
て
修
業
す
る
人
々
に
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
し
た
ら
よ
い
か
：
：
：
恰
も
教
師
に
対
す
る
よ
う
接
す

《印》

ベ
き
：
：
：
突
に
こ
れ
ら
の
菩
醸
大
士
は
私
と
同
一
の
物
に
乗
り
：
：
：
私
と
同
じ
乗
に
進
み
入
っ
た
も
の
た
ち
で
あ
る
」
〈
引
線
筆
者
）

や
は
り
こ
の
経
典
も
大
乗
と
大
乗
と
の
聞
に
論
争
非
難
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
な
る
が
故
に
、
特
に
大
乗
の

仲
間
ど
う
し
は
他
を
非
難
し
合
っ
て
は
い
け
な
い
と
経
典
で
は
い
っ
て
い
る
の
だ
と
推
測
す
る
。

特
に
宝
積
経
の
「
菩
薩
の
仏
塔
供
養
」
に
対
し
て
非
常
に
き
び
し
い
文
字
が
連
ら
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
当
来
、
末
世
、
後
の
五
百
歳
に
諸
々
の
菩
薩
及
び
諸
々
の
比
丘
で
あ
り
て
、
身
を
修
め
ず
、
戒
を
修
め
ず
活
命
の
為
の
故
に
仏
塔
及
び
仏
舎
利
を
供
養

し
、
還
の
為
に
せ
ず
、
離
欲
の
為
に
せ
ず
し
て
、
然
も
供
養
を
修
お



「
当
来
、
末
世
、
後
の
五
百
歳
に
諸
々
の
菩
薩
あ
り
て
悪
友
に
親
近
し
、
少
し
く
経
を
読
粛
し
、
た
だ
供
養
の
柴
を
な
す
。
香
花
壇
培
幡
蓋
灯
明
を
も
っ

て
如
来
の
舎
利
塔
廟
を
供
養
す
る
の
み
。
迦
葉
よ
、
我
れ
在
家
の
無
智
の
衆
生
に
善
根
を
植
え
さ
し
め
ん
が
為
に
舎
利
を
供
養
せ
ん
こ
と
を
説
け
る
に
、

〈邸》

か
の
も
ろ
も
ろ
の
痴
人
、
我
が
意
を
解
せ
ず
し
て
、
唯
こ
の
業
を
な
す
の
み
」

共
に
「
菩
薩
あ
り
て
」
と
は
っ
き
り
、
大
乗
の
仲
間
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
仏
搭
供
議
の
徒
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
る
し
て
い
る
。

法
華
経
は
他
の
大
乗
の
仲
間
と
共
に
仏
塔
否
定
か
ら
「
法
」
の
受
持
読
読
解
説
書
写
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
猶
前
述
の
如
き
誤
解
を
う

け
る
よ
う
な
ま
ぎ
ら
わ
し
い
表
現
が
あ
る
の
で
、
他
派
は
小
乗
と
同
じ
よ
う
に
考
え
我
慢
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
の
宝
積
経
の
文
字
の
如
く
、
大
乗
側
か
ら
も
非
難
さ
れ
て
法
華
経
は
両
面
か
ら
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
勧
持
品

の
忍
と
安
楽
行
口
聞
の
四
安
楽
行
が
要
請
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
き
び
し
い
状
勢
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。

4砂
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か
く
な
る
と
、
大
小
両
面
か
ら
う
け
る
非
難
迫
害
に
、
じ
っ
と
耐
え
る
こ
と
が
、
仏
の
遺
命
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
自
体

が
正
法
の
し
る
し
だ
と
の
信
念
を
い
だ
く
。

「
た
と
え
一
偏
た
り
と
も
受
持
読
諦
解
説
書
」
の
言
葉
が
満
ち
充
ち
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の

こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

勿
も
、
こ
の
「
一
偏
だ
け
で
も
」
と
い
う
立
場
は
非
難
迫
害
と
い
う
点
だ
け
か
ら
は
解
釈
さ
れ
な
い
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
こ

れ
は
法
華
経
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
大
乗
仏
教
に
共
通
し
た
言
葉
で
あ
る
。

「
『
大
い
な
る
宝
の
集
り
』
と
い
う
経
典
の
主
の
な
か
の
、
た
だ
一
つ
の
詩
煩
だ
け
で
も
把
揮
し
、
記
憶
す
る
で
あ
ろ
う
な
ら
ば
：
：
：
先
の
人
（
七
宝
の

塔
を
建
て
た
人
〉
の
上
に
集
積
さ
れ
る
功
徳
は
百
分
の
一
、
千
分
の
て
百
千
万
分
の
一
に
も
速
し
な
凶

「ア
l
ナ

γ
ダ
よ
、
菩
麓
が
こ
の
経
典
か
ら
離
れ
ず
に
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
仏
か
ら
離
れ
ず
、
仏
に
近
侍
し
て
い
お

「
数
々
一
損
出
」

ハ
高
橋
〉



「
数
々
損
出
」

〈
高
橋
〉

即
ち
、
こ
れ
は
一
一
婦
で
も
受
持
す
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
仏
と
共
に
あ
る
」
こ
と
だ
と
い
う
、
大
乗
仏
教
の
特
徴
た
る
「
信
」
を

単
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
小
乗
仏
教
の
理
論
的
な
、
所
調
「
知
解
」
と
い
う
も
の
か
ら
、

「
バ
ク
テ
ィ
・
唯
信
」

に
移
り
行
く
も
の
、
即
ち
大
い
な
る
も
の
に
、

ひ
た
す
ら
随
順
帰
依
す
る
道
で
あ
っ
た
。

然
し
私
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
大
乗
小
乗
両
面
の
非
難
迫
害
の
只
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
法
華
経
を
受
持
す
る
こ
と
は
実
に
む

ず
か
し
い
、
即
ち
「
此
経
難
持
」
の
危
機
感
が
ひ
し
ひ
し
と
せ
ま
っ
て
来
る
の
を
感
ず
る
。
故
に
経
典
全
体
で
な
く
て
も
そ
の
中
の
「
た

と
え
一
句
一
偏
」
で
も
と
い
う
所
に
切
実
感
が
示
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
故
に
コ
備
で
も
受
持
す
れ
ば
」
：

門出》

「
正
し
い
さ
と
り
を
得
る
尊
敬
さ
る
べ
き
如
来
と
な
る

内田
V

「
如
来
と
み
な
さ
る
べ
く
」

《町》

「
如
来
に
等
し
き
も
の
」

「
如
来
患
部

awv 

「
如
来
の
な
す
べ
き
仕
事
を
は
た
す
も
の
と
し
て
如
来
に
よ
っ
て
使
わ
さ
れ
た
も
の
」

《叩》

「
如
来
の
装
身
具
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
た
も
の
」

《

mv

「
如
来
を
肩
に
担
う
も
の
」

円

mv

「
如
来
の
法
衣
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
も
の
」

《

mv

「
如
来
の
御
手
で
頭
を
な
で
ら
れ
た
も
の
」

1 2 、3 
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4 、5 、6 7 8 、9 11 10 、、

《制》

「
寿
命
の
長
さ
の
説
示
と
い
う
法
門
が
説
か
れ
る
の
を
衆
生
が
一
度
で
も
き
け
ば
正
し
い
菩
提
か
ら
退
く
と
い
う
道
理
は
な
い
」

《筋》

「
：
：
：
そ
の
福
徳
は
無
限
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
く
り
返
し
、
く
り
返
し
、
説
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
一
胞
の
切
実
感
か
ら
で
あ
っ
て
、
他
教
の
「
仏
と
共
に
あ
る
」
と



い
う
自
覚
よ
り
一
層
深
い
自
覚
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
頭
で
考
え
た
「
仏
と
共
に
あ
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
日
蓮
聖
人
の
い

う
色
読
、
こ
の
体
で
仏
と
共
に
あ
り
、

「
仏
の
御
手
の
中
に
救
わ
れ
て
い
る
自
分
」
を
悟
る
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
意
識
と
は

言
え
ず
「
意
識
を
超
え
た
意
識
」
で
あ
る
。
か
く
「
此
経
難
事
」
の
世
の
中
、
大
小
両
乗
の
非
難
迫
害
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
こ
の
ご

傷
」
の
受
持
の
自
覚
は
大
き
く
な
る
。
私
は
、
こ
の
言
葉
に
そ
の
時
代
の
「
危
機
感
の
こ
の
上
も
な
く
大
き
い
」
の
を
推
測
し
、
然
も
そ

う
し
た
中
で
、
こ
の
経
を
受
持
す
る
、
む
ず
か
し
さ
と
、
小
さ
な
弱
い
自
己
と
、
そ
れ
な
る
が
故
に
、

「
一
偏
」
に
で
も
、

し
が
み
つ
い

て
行
く
切
実
な
声
を
き
く
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
末
世
の
困
難
さ
、
非
難
迫
害
こ
そ
、

よ
り
深
い
「
信
」
へ
の
大
い
な
る
原
動
力
で
あ
る

こ
と
を
、
こ
の
「
た
と
え
一
旬
一
偏
」
の
中
に
そ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。

4砂
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、

法
華
経
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
文
字
は
、

単
な
る
信
仰
と
い
う
観
念
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、

当
時
の
宗

教
界
、

ひ
い
て
そ
の
置
か
れ
て
い
た
社
会
情
況
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
一
例
と
し
て
、
あ
の
国
王
大
臣
を
枕
頭
に
よ
び
つ
け
る

信
解
ロ
聞
の
長
者
、
こ
れ
こ
そ
ク
シ
ャ
ン
時
代
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
介
す
る
東
西
通
商
で
巨
利
を
得
た
資
産
者
の
出
現
を
示
し
、
帥
宮
喰
品
の

ご
門
の
家
」
の
警
は
、
教
義
的
な
「
三
車
火
宅
」
即
ち
「
三
乗
か
ら
一
仏
乗
」
と
い
う
教
儀
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
村
や
家

の
構
造
を
反
映
し
て
い
る
と
思
う
。
即
ち
今
カ
イ
パ

l
峠
附
近
の
パ
タ
ー
ン
族
の
村
や
家
を
尋
ね
る
時
、
す
べ
て
の
家
が
こ
の
構
造
で
あ

上
一
門
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
た
時
、

り
、
叉
こ
れ
ら
を
と
り
ま
く
城
壁
の
よ
う
な
壁
で
部
落
が
ぐ
る
り
と
固
ま
れ
て
い
る
。
異
民
族
の
侵
攻
は
な
は
だ
し
い
こ
の
地
で
、
防
衛

《帥
V

タ
キ
シ
ラ
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
町
シ
ル
カ
ッ
プ
が
や
は
り
一
門
の
城
で
あ
っ
た
等
を

考
え
合
せ
、

経
典
は
当
時
の
姿
を
案
外
忠
実
に
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
更
に
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、

類
推
す
る

「
数
々
摘
出
」

ハ
高
橋
〉



時
、
メ
ハ
サ
ン
ダ
、
ラ
ル
マ
・
パ
サ

l
ワ
ル
の
遺
構
も
案
外
、
経
典
に
示
さ
れ
た
迫
害
や
、

「
数
々
撹
出
」

ハ
高
橋
〉

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

旧
訳
聖
替
が
、
歴
史
的
事
実
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
古
代
史
学
者
に
見
直
さ
れ
、

一
句
一
偏
の
問
題
を
考
え
る
の
に
、
大
き
な

て
い
る
よ
う
に
、
私
は
経
典
の
中
で
、
何
気
な
く
見
過
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
は
し
は
し
に
、
法
華
経
成
立
時
代
、
否
、
ひ
い
て
大
乗
仏
教

「
聖
書
史
学
」
と
い
う
新
分
野
が
成
立
し

の
興
隆
時
代
の
諸
環
境
を
示
す
資
料
が
多
く
見
い
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、

「
仮
称
教
典
史
学
」
と
い
う
も
の
を
考
え
な
が
ら
遺
跡

を
歩
い
て
い
る
。
こ
の
「
数
々
損
出
」
は
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
敢
て
行
っ
た
冒
険
的
試
論
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
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南
門
の
跡
は
た
し
か
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
補
助
的
、
通
用
門
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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