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イ
ン
ド
の
仏
跡
を
旅
行
し
た
こ
と
が
あ
る
人
な
ら
ば
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
に
カ
ル
カ
ッ
タ
の
北
、
パ
ト
ナ
の
東
南
方
の
地
に
あ
る

ラ
ジ
ギ
l
ル
の
地
を
訪
れ
、
旧
王
舎
城
の
東
北
に
鍛
え
る
山
の
上
に
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
所
で
法
華
経
が
説
か
れ
、

阿
弥
陀
経
が
説
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
案
内
の
人
は
そ
こ
で
、
こ
の
地
が
霊
鷲
山
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
正
面
き

っ
て
異
議
を
申
し
た
て
よ
う
と
も
思
わ
な
い
が
、
少
々
は
て
な
と
い
う
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
ろ
う
。

( 75 ) 

何
故
な
ら
ば
、
旧
王
舎
城
の
東
北
に
あ
る
山
は
、

古
来
の
豆
宵
浜
田
宮
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
音
訳
し
て
番
閣
堀
山
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
問

E
F
S
は
鷲
の
意
で

W
回
目
白
は
峰
・
頂
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
鷲
の
峰
と
訳
出
さ
れ
る
べ
き
が
本
来
で
あ
る
と
い
え
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
党
文
法
華
経
を
み
て
も
、
霊
鷲
山
と
訳
出
さ
れ
た
部
分
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
、

当
て
は
ま
る
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
訳
者
の
鳩
摩
羅
什
が
何
か
の
意
図
の
も
と
に
、
意
訳
を
加
え
た
も
の
と
考
え
る
の
が
至

「
噌
耳
」
の
車
両
叫
に

当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
意
図
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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「
霊
鷲
山
」
考
ハ
望
月
〉

論
理
の
展
開
の
必
要
上
、
先
一
ず
法
華
経
経
典
の
中
に
お
け
る
説
示
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

序
品
第
一
は
法
華
経
が
説
か
れ
た
時
と
場
所
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

一
時
仏
住
＝
王
舎
斌
番
閣
堀
山
中
－
。
与
＝
大
比
丘
衆
万
二
千
人
一
倶
〉

と
音
訳
さ
れ
て
お
り
、
正
法
華
経
で
は

一
時
仏
遊
＝
王
舎
披
霊
鷲
山
一
。
与
一
－
大
比
丘
衆
－
倶
〉

と
し
て
意
訳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
党
文
法
華
経
は

O
W
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E
E
B
a
o
σ
E官
品
ロ
同
仙
宮
司
z
a
v
R
m
H
Z
B仰
の
三
官
浜
口
市
O
M
M
R
a
g
sち
巳
仰

σ
E
W
2
1
8召
mvogω
向
島
』

〈

4〉

叩
阿
曽
宮
内
田
d
－脚色”一

E
V
V町
σ
E
W
2
，sss

〈
あ
る
時
、
世
尊
は
王
舎
裁
の
グ
リ
ド
ラ
ク
l
タ
山
に
住
し
、
大
比
丘
衆
一
二

O
O人
と
一
緒
で
あ
っ
た
。
〉

( 76 ) 

と
な
し
て
い
る
。
説
示
の
内
容
は
同
一
で
あ
る
が
、
の

Z
v
g
w
g似
つ
い
て
音
訳
と
意
訳
の
問
題
が
あ
る
。

次
に
見
宝
塔
品
に
お
い
て
は
、
裟
婆
世
界
に
来
た
っ
た
釈
尊
の
分
身
の
諸
仏
達
が
、
侍
者
を
派
遣
し
よ
う
と
し
て

汝
往
＝
詣
番
閣
堀
山
釈
迦
牟
尼
仏
所
－

v

し
て
、
少
病
少
悩
に
し
て
気
力
安
楽
で
す
か
、
と
釈
尊
に
質
問
さ
せ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
正
・
党
法
華
経
は
そ
れ

ぞ
れ汝

等
往
－
－
詣
番
閣
銅
山
能
仁
仏
所
九

《

T
V

mMWOOF巳制
WM可白山可制告の
E
V円
俗
】
阿
国
宮
召
同

M
R
S
S召

（
汝
等
は
グ
リ
ド
ラ
ク
l
タ
山
に
行
け
〉



と
な
さ
れ
て
い
て
、
党
文
か
ら
の
音
訳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

党
文
法
華
経
に
よ
る
と
、
こ
の
後
、
引
き
続
い
て
提
婆
遥
多
と
龍
女
の
成
仏
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
妙
法
華
経
で
は
、
こ
れ
は
提
婆
遥

多
品
と
し
て
独
立
さ
れ
て
お
り
、
正
法
華
経
に
て
は
全
く
欠
如
し
て
い
る
。
添
品
法
華
経
に
て
は
、
羅
什
訳
に
は
提
婆
途
多
品
が
普
門
ロ
聞

「
経
序
」
の
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

備
等
と
と
も
に
欠
如
し
て
い
る
の
で
、
訳
出
し
て
法
華
経
の
中
に
加
え
る
と
い
う
こ
と
が
、

広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
依
っ
て
今
、
提
婆
遥
多
品
に
関
す
る
考
察
は
割
愛
す
る
。

次
に
、
如
来
寿
量
品
に
お
い
て
は

一
心
欲
レ
見
ν仏

不
三
自
借
－
一
身
命
－

時
我
及
衆
僧

倶
出
－
一
霊
鷲
山
－
－
・
・
・
於
＝
阿
僧
紙
劫
－

常
在
＝
霊
鷲
山
及
余
諸
住
処
－

と
述
べ
ら
れ
、
正
法
華
経
の
如
来
現
寿
品
に
は

仮
使
＝
質
直
－

説－－至誠一一員－

衆
生
之
類

朽
由
一
楽
身
体

自
然
床
座
－

然
後
如
来

合
＝
集
衆
音

能
自
示
現

顕
－
一
大
仏
道
一
・
・
・
・
如
レ
此

( 71 ) 

像
誼

仏
来
－
－
至
於

霊
鷲
之
山

と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
説
示
に
お
い
て
、
後
半
の
と
こ
ろ
で
は
大
差
が
な
い
け
れ
ど
も
、
前
半
の
と
こ
ろ
に
於
い
て
は
一
見
、

非
常
な
速
い
が
み
ら
れ
る
。
生
命
を
も
投
げ
出
す
覚
悟
に
よ
り
ひ
た
す
ら
な
見
仏
の
努
力
を
す
る
時
、
仏
は
霊
鷲
山
に
出
現
す
る
と
い
う

妙
法
華
経
の
説
示
に
対
し
、

正
法
華
経
で
は
素
直
に
仏
の
言
葉
を
う
け
と
め
、
わ
が
身
命
を
投
げ
出
す
覚
悟
を
し
て
い
る
時
、
仏
は
衆
を

ひ
き
つ
れ
て
出
現
す
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
内
容
は
同
じ
で
は
あ
る
が
出
現
す
る
場
所
を
訳
出
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
正
法
華
経

は
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
か
、
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
党
文
法
華
経
に
お
い
て
は
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（
衆
生
等
が
心
正
し
く
、
柔
軟
で
、
温
和
で
愛
欲
を
離
れ
た
時
、
私
は
声
聞
の
集
団
と
と
も
に
我
が
身
を
グ
リ
ド
ラ
ク
l
タ
に
出
現
さ

せ
る
。

・
・
・
考
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
千
万
億
劫
の
私
の
神
力
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
他
に
万
億
の
臥
床
が
あ
る
と
し
て
も
、
グ

リ
ド
ラ
ク
l
タ
か
ら
動
か
な
い
。
）

と
な
さ
れ
て
お
り
、
の
三
宵
ω
w
p
g
の
語
が
二
度
と
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
妙
・
正
両
法
華
経
と
も
に
こ
の
語
を
訳
出
す
る

の
に
際
し
て
霊
鷲
山
の
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

分
別
功
徳
品
の
中
に
て
は
、
現
在
の
四
信
中
の
第
四
の
深
信
観
成
を
説
く
中
に
お
い
て
、
仏
の
寿
命
長
速
な
る
こ
と
を
聞
い
て
深
信
に

則
為
ν
見
z
仏
常
在
2

番
閣
楓
山
－
。

( 78 ) 

信
解
せ
ば

と
、
大
菩
薩
諸
声
聞
衆
に
固
ま
れ
て
法
を
説
い
て
い
る
の
を
見
る
、
と
な
し
て
い
る
妙
法
華
経
に
た
い
し
て
、
正
法
華
経
は
、
如
来
寿
限

経
を
聞
い
て
、
心
質
直
に
し
観
喜
し
信
ぜ
ば

見
下
如
来
在
－
－
霊
鷲
山
－
説
。
是
佐
時

と
な
し
て
お
り
、
発
文
法
華
経
は
、
如
来
の
寿
命
の
長
さ
に
関
す
る
説
示
の
法
門
を
聞
い
て
、
強
い
意
向
信
解
を
生
じ
、
こ
の
意
向
の
相

の
人
は
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（
グ
リ
ド
ラ
ク
l
タ
に
行
き
法
を
説
き
、
菩
薩
衆
に
固
ま
れ
、
菩
薩
衆
に
尊
敬
さ
れ
、
声
聞
衆
の
中
に
い
る
私
を
見
る
で
あ
ろ
う
〉

と
な
し
て
い
る
。
即
ち
の
E
V
E
－ng”
に
つ
い
て
音
訳
と
意
訳
と
の
両
者
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
て
妙
音
菩
醸
品
は
、
浄
華
宿
王
智
如
来
の
神
力
に
よ
っ
て
、
裟
婆
世
界
に
詣
く
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
、
三
味
に
入
っ
た
上
で

於
＝
番
閣
堀
山
－
去
＝
法
座
－
不
ν遠

と
こ
ろ
に
八
万
四
千
の
蓮
華
を
化
作
し
、
法
華
経
を
聞
か
ん
が
た
め
の
故
に
、
こ
の
菩
薩
は

而
来
コ
詣
此
裟
婆
世
界
番
閤
堀
山
－
。
到
己
下
＝
七
宝
台
－

裟
婆
世
界
の
釈
尊
の
と
こ
ろ
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
正
法
華
経
は
、
宿
華
王
如
来
の
力
に
よ
り
、
坐
を
立
た
ず
し
て

到
＝
忍
世
界
－
至
＝
霊
鷲
山
－
。
当
ν在
コ
如
来
法
座
中
間
－

の
地
に
、
八
万
四
千
の
蓮
華
を
化
作
し
、
正
法
華
経
を
聞
か
ん
が
た
め
の
故
に
、

到
＝
忍
世
界
－
至
－
一
霊
鷲
山
－
。
下
＝
宝
交
路
－

( 79 ) 

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

分
別
功
徳
品
と
同
様
に
の
三
官
浜
田
宮
を
妙
法
華
経
は
音
訳
し
、

正
法
華
経
は
意
訳
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
焚
文
法
華
経
は
同
様
な
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

前
掲
の
漢
訳
に
あ
て
は
ま
る
と
こ
ろ
は
、

の
包
m邑
当
時
刷
工
妙
音
〉

が
釈
迦
牟
尼
仏
に
お
会
い
す
る
た
め
に
裟
婆
世
界
に
行
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、

と
語
り
、

そ
れ
は
如
来
の
神
力
の
お
か
げ
だ
と
し
て
、

の包一同一削
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入
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（
こ
の
裟
婆
世
界
の
王
に
お
い
て
如
来
の
法
座
の
前
に
・
・
・
の
蓮
華
が
出
現
し
た
。

「
一
霊
鷺
山
」
考
ハ
望
月
〉

・
・
彼
は
裟
婆
世
界
に
お
い
て
山
の
王
グ
ロ



「
霊
鷲
山
」
考
ハ
望
月
〉

ド
ラ
ク
l
タ
に
行
き
・
・
・
〉

釈
迦
牟
尼
仏
の
も
と
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
分
別
功
徳
品
の
説
示
の
場
合
と
同
様
に
、
妙
法
華
経
は
音
訳
で
正
法

華
経
は
意
訳
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

普
賢
菩
薩
勧
発
品
に
お
い
て
は
、
自
在
な
神
力
を
持
つ
普
賢
菩
薩
が
、
東
方
よ
り
来
た
り

到
＝
裟
婆
世
界
番
閣
堀
山
中
－
。
頭
面
礼
エ
釈
迦
牟
尼
仏
－

と
し
て
、
七
回
仏
を
め
ぐ
っ
て
敬
い
を
つ
く
し
法
華
経
を
聴
受
せ
ん
と
し
て
来
た
り
、
聴
受
者
を
守
護
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
正
法

華
経
は
こ
こ
の
所
を
東
方
よ
り
来
た
っ
た
普
賢
菩
薩
が
、

到
－
－
霊
鷲
山
－
往
－
－
詣
仏
所
－
。
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－
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( 80 ) 

（
山
の
王
者
グ
リ
ド
ラ
ク
l
タ
の
世
尊
の
所
に
行
き
、
世
尊
に
近
づ
き
・
・
・
〉

と
し
て
、
法
華
経
が
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
か
ら
、
聴
聞
す
る
た
め
に
来
た
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
細
か
い
表
現
の
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
、
内
容
に
は
大
差
は
な
い
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
法
華
経
に
お
け
る
説
示
の
中
で
、
の
三
官
巳
n
ロ
冨
に
関
わ
る
部
分
を
妙
・
正
・
党
文
法
華
経
に
つ
い
て
、
比
較
対
照
し
て
来
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
以
下
の
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

〈

1
〉
正
法
華
経
は
全
て
の
箇
所
に
お
い
て
「
霊

鷲
山
」
と
訳
出
し
て
い
る
。

〈

2
〉
妙
法
華
経
は
寿
量
品
で
「
霊
鷲
山
」
と
訳
出
し
て
い
る
が
、
他
の
所
で
は
「
番
閣
堀
山
」
と
訳
出
し

て
い
る
。

ハ
3
〉
こ
れ
ら
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
た
党
文
は
の

Z
v
g
wロ
官
の
一
一
請
の
み
で
あ
る
。



し
か
し
て
、
こ
の
よ
う
な
整
理
の
上
に
立
っ
て
見
る
と
、
妙
法
華
経
は
各
箇
所
に
お
い
て
番
閤
堀
山
と
音
訳
を
し
な
が
ら
、
寿
量
品
に

お
い
て
の
み
何
故
に
露
鷲
山
と
意
訳
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
新
た
な
疑
問
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。

3 

如
上
の
疑
問
を
解
決
し
よ
う
と
願
っ
て
、
先
ず
各
先
師
の
注
釈
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

法
雲
の
『
法
華
義
記
』
は
そ
の
巻
第
一
に
お
い
て
妙
法
華
経
の
序
回
聞
の
一
時
仏
住
王
舎
城
番
閤
堀
山
中
の
一
句
に
ふ
れ
て
、
こ
れ
は
第

二
階
的
出
住
処
だ
と
し
て
、
王
舎
城
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
五
山
が
あ
り
、
如
来
は
ど
の
山
に
お
ら
れ
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、

今
的
明
下
仏
在
－
－
番
閣
堀
山
中
－
説
中
法
華
経
£
。
外
国
言
－
－
番
閤
堀
山
－
此
方
言
－
－
霊
鷲
－
。
言
＝
此
山
中
往
古
諸
人
服
薬
学
道
成
仙
－
。

頂
有
τ似
＝
鷲
鳥
一
故
雪
口
市
霊
鷲
山
よ
也
。

叉
山
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と
な
し
て
い
る
。
外
国
・
此
方
と
い
う
の
は
、

イ
ン
ド
・
中
国
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
山
頂
が
鳥
の
鷲
に
似
て
い
る
の
で
、
霊
鷲
山

と
い
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
『
大
智
度
論
』
は
番
閣
は
鷲
と
名
付
け
掘
は
頭
と
名
付
く
と
し
た
上
で
、

是
山
頂
似
レ
鷲
。
王
舎
城
人
見
＝
其
似
忌
摘
。
故
共
伝
ν言
＝
鷲
頭
山
－
。
因
レ
名
レ
之
為
－
一
鷲
頭
山
一

と
な
し
、
玉
舎
城
の
南
の
屍
陀
林
の
中
に
は
死
人
が
多
い
の
で
、
沢
山
の
鷲
が
や
っ
て
来
て
こ
れ
を
食
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
鷲
逮
が
帰
っ

て
山
頂
に
い
る
時
、
人
々
は
つ
い
に
鷲
頭
山
と
名
付
け
た
と
し
、
こ
の
山
は
五
山
の
中
で
一
番
に
大
き
く
、
良
き
林
水
が
あ
る
の
で
聖
人

が
住
む
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

「
霊
鷲
山
」
考
（
望
月
〉



「
霊
鷺
山
」
考
〈
望
月
〉

す
な
わ
ち
『
大
智
度
論
』

と
『
法
華
義
記
』

と
の
表
現
に
お
い
て
、

烏
の
鷲
に
名
ぞ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
互
い
に
相
通
ず
る
の
で
あ
る

ヵ：

『
大
智
度
論
』
は

W
ロ
E
を
頭
の
こ
と
だ
と
し
て
鷲
頭
山
と
ご
く
直
訳
し
て
お
り
、

『
法
華
義
記
』
は
霊
鷲
山
と
意
訳
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る

o
w
g”
は
頂
上
の
こ
と
で
あ
り
、
頭
は
人
体
の
頂
上
で
あ
る
か
ら
、
鷲
頭
山
の
訳
に
こ
と
さ
ら
な
問
題
は
な
い
が
、

、ー
の

語
に
は
湿
の
意
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
両
者
の
語
句
の
違
い
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

鳩
摩
羅
什
が
『
大
智
度
論
』
を
訳
出
し
た
の
は
後
秦
の
弘
始
四
年
か
ら
七
年
（
4
0
2
1
4
0
5〉
で
あ
り
、

『
妙
法
華
経
』
を
訳
出

し
た
の
は
弘
始
八
年
〈
4
0
6〉
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
法
華
義
記
』
を
著
し
た
法
雲
は
『
大
智
度
論
』
を
知
っ
て
い
た

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、

『
妙
法
華
経
』
の
如
来
寿
量
ロ
聞
に
お
い
て
は
、
鳩
摩
羅
什
自
身
が
霊
鷲
山
の
訳
語
を
使
用
し
て
い
る

か
ら
、

法
雲
が
霊
鷲
山
の
語
を
使
用
し
た
の
は
当
然
な
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一方、

鳩
摩
羅
什
は
『
大
智
度
論
』
と

『
妙
法
華

経
』
と
に
お
い
て
同
じ
言
葉
に
つ
い
て
何
故
違
う
訳
を
な
し
た
の
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
暫
く
腔
く
こ
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と
に
し
て
先
に
進
む
こ
と
に
す
る
。

『
法
華
義
記
』
は
如
来
寿
量
口
聞
に
示
さ
れ
る
．
逗
鷲
山
に
関
し
て
、

「
衆
生
既
信
服
」
し
の
一
旬
以
下
の
十
四
行
半
は
未
来
を
煩
し
た
も

の
だ
と
し
な
が
ら
、
①
如
来
未
来
三
過
出
世
を
明
か
し
、
①
未
来
益
人
之
処
を
示
し
、
①
疑
い
を
釈
し
、
①
如
来
寿
命
長
遠
の
結
を
挙
げ

た
も
の
だ
と
し
た
上
で
、

「
常
在
霊
鷲
山
」
の
一
旬
以
下
の
一
行
は
、
①
の
未
来
益
人
之
処
を
示
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
法
雲
が
、
議
鷲
山
と
い
う
山
は
未
来
の
世
に
お
い
て
法
華
経
に
か
か
わ
る
人
の
住
処
を
示
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
に
と
っ
た
こ
と

を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
死
人
が
多
い
屍
陀
林
に
鷲
が
来
て
此
れ
を
食
い
、
山
頂
に
帰
っ
て
巣
く
っ
て
い
る
か

ら
鷲
頭
山
と
い
う
の
だ
、
と
い
う
『
大
智
度
論
』
に
説
明
さ
れ
る
山
と
は
基
本
的
に
質
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

尚
、
見
宝
塔
品
以
下
の
の
三
官
鳥
居
”
に
関
す
る
説
示
に
つ
い
て
は
、

分
別
功
徳
品
の
「
常
在
香
閤
楓
山
」
に
つ
い
て
、

こ
れ
は
仏



在
世
の
第
四
ロ
聞
の
経
を
聞
い
た
人
の
得
る
功
徳
だ
と
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
他
は
見
ら
れ
な
い
噂

更
に
、
智
嶺
の
『
法
華
文
句
』
は
番
閤
堀
山
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
霊
鷲
山
と
翻
じ
、
鷲
頭
と
い
い
、
ま
た
狼
跡
と
い
う
、
山
の
峰
は
鷲

に
似
て
、
峰
を
山
と
名
付
く
と
し
た
上
で
、
戸
陀
林
の
鷲
に
ふ
れ
、
時
の
人
は
鷲
山
と
呼
ぶ
の
だ
と
し
、
更
に
、
前
仏
今
仏
皆
こ
の
山
に

居
す
、
仏
滅
後
に
は
羅
漢
が
住
し
、
法
滅
に
は
支
仏
が
住
し
、
支
仏
な
け
れ
ば
鬼
神
が
住
す
、
既
に
こ
れ
聖
霊
の
居
る
所
、
総
て
三
事
あ

り
、
因
て
呼
ん
で
霊
鷲
山
と
な
す
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
『
大
智
度
論
』
に
し
め
さ
れ
て
い
る
屍
陀
林
の
古
話
を
『
法
華
文
句
』
は
取
り
上
げ
、
番
閤
幅
山
を
鷲
頭
山
だ
と
し
な
が
ら

も
、
こ
の
山
に
仏
が
と
ど
ま
っ
て
お
ら
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
、
心
を
く
ば
っ
た
趣
が
か
ん
ぜ
ら
れ
る
。
番
閣
堀
山
を
聖
霊
に
か
か
わ
る
山

と
し
て
と
り
あ
げ
、
霊
鷲
山
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
更
に
『
法
華
文
句
』
は
観
心
釈
に
お
い
て
、

若
観
＝
色
陰
－
。
無
知
如
レ
山
。
識
陰
如
レ
霊
。
三
陰
如
ν鷲
。
観
－
－
此
霊
鷲
無
常
－
。
即
祈
観
也
。
観
＝
此
霊
鷲
即
空
－
。
体
観
也
。
観
ν
霊
即

智
性
。
了
図
智
慧
荘
般
也
。
鷲
即
豪
集
縁
因
。
福
徳
荘
厳
也
。
山
即
法
性
正
因
不
動
－
。
三
法
名
＝
秘
密
蔵
－
。
自
住
＝
其
中
－
亦
用
度
レ
人
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と
述
べ
て
、
者
閣
細
山
に
つ
い
て
単
に
イ
ン
ド
に
実
在
の
山
と
し
て
終
わ
ら
せ
ず
、
格
別
な
意
味
あ
い
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
、
霊
鷲
山

を
し
て
無
限
な
も
の
た
ら
し
め
る
べ
き
展
開
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
如
来
寿
量
品
の
注
釈
に
お
い
て
『
法
華
文
句
』
は
、

「
衆
見
我
滅
度
」
の
下
の
五
行
は
現
在
を
煩
し
た
も
の
で
、
初
め
の
二
行

半
は
非
生
理
生
を
煩
し
、

し

「
我
時
語
衆
生
」
以
下
の
二
行
半
は
非
減
現
滅
を
煩
し
た
も
の
で
、

「
常
在
謹
鶴
山
」
と
は
こ
れ
実
報
土
を
い
う
と
説
示
し
て
い
弱

「
神
通
力
如
是
」
以
下
は
常
住
不
滅
を
煩

こ
の
よ
う
な
説
示
に
よ
っ
て
見
る
と
、
智
嶺
が
霊
鷲
山
に
関
し
て
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
有
限
な
も
の
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

『
法
華
文
句
』
が
非
生
現
減
と
い
い
、
非
減
現
滅
と
い
い
、
常
住
不
滅
を
説
い
た
も
の
だ
と
い
う
時
、
そ
こ
で

「
霊
鷲
山
」
考
ハ
望
月
）



「
霊
鷲
山
」
考
ハ
望
月
〉

い
う
実
報
土
は
三
世
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
イ
γ
ド
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
だ
け
で
も
の
を
捉
え
て
考
え
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

『
法
華
文
句
』
の
こ
の
よ
う
な
有
り
ょ
う
は
、

『
法
華
義
記
』
の
未
来
の
益
人
の
処
を
説
い
た
と
い
う
見
方

と
相
通
ず
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。

尚
、
見
宝
塔
品
以
下
の
説
示
に
関
し
て
は
、
分
別
功
徳
品
の
注
釈
に
お
い
て
、
仏
が
比
丘
等
と
と
も
に
常
に
番
関
堀
山
に
在
る
の
を
見

る
と
は
、
方
便
有
余
土
の
相
な
り
、
裟
婆
に
純
ら
諸
の
菩
薩
を
見
る
と
い
う
の
は
突
報
の
相
な
り
、
と
な
し
て
い
る
の
を
見
る
だ
け
で
あ

る。
こ
れ
に
対
し
吉
蔵
の
『
法
華
義
疏
』
は
、

番
閤
堀
山
者
此
云
＝
鷲
頭
山
－
也
。
然
此
五
山
峰
各
有
＝
所
像
－
。
今
之
一
山
似
コ
鷲
頭
－
故
以
名
レ
鷲
。

と
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
と
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
吉
蔵
は
こ
の
文
に
つ
づ
い
て
、
仏
滅
後
に
阿
育
王
が
こ
の
山
が
鷲
に
似
て
い
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る
の
を
見
て
、
人
を
し
て
羽
足
尾
を
彫
ら
せ
鳥
の
鷲
に
さ
せ
た
と
し
、
更
に
何
故
に
仏
は
王
舎
城
に
多
く
住
し
た
か
に
つ
い
て
、

『
法
華

論
』
と
『
大
智
度
論
』
の
説
示
を
挙
げ
て
い
る
。

『
法
華
論
』
に
は
二
義
あ
る
と
し
①
処
に
よ
っ
て
教
を
表
さ
ん
と
し
た
も
の
だ
と
し
、

一
切
の
披
の
中
で
こ
の
裁
は
最
大
で
あ
り
、
山
の
中
で
こ
の
山
は
最
勝
で
あ
る
よ
う
に
、
法
華
経
は
衆
経
の
中
で
最
勝
で
あ
る
。
①
自
在

の
功
徳
成
就
を
示
さ
ん
と
し
て
王
舎
裁
を
挙
げ
た
と
し
、
玉
は
世
間
に
お
い
て
自
在
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
経
は
衆
経
の
中
の
王
で
あ
る

か
ら
、

一
乗
に
一
切
の
乗
を
摂
し
、

一
切
の
乗
は
一
乗
に
帰
す
の
だ
と
し
て
い
る
。

『
大
智
度
論
』
に
は
六
種
の
義
あ
り
と
し
、
①
仏
は

摩
伽
陀
固
で
成
道
し
た
た
め
に
そ
の
恩
に
報
ず
る
た
め
、
①
土
地
が
広
く
人
が
多
い
の
で
教
化
し
や
す
い
た
め
、
①
迦
棄
や
長
爪
六
師
の

よ
う
に
聡
明
大
智
の
人
が
多
い
か
ら
、
①
こ
の
国
に
は
兄
弟
の
龍
王
が
い
て
時
に
雨
を
降
ら
せ
る
の
で
荒
年
が
な
く
、
過
ご
し
ゃ
す
く
神

を
練
り
や
す
い
か
ら
、
①
竹
林
伽
藍
や
五
山
の
五
精
舎
の
よ
う
に
精
舎
が
多
い
か
ら
、
①
霊
華
瑞
草
が
あ
り
閑
静
で
あ
り
神
仙
が
多
く
い



〈却》

る
か
ら
だ
、
と
。

吉
蔵
の
こ
の
説
示
に
よ
っ
て
見
る
と
、

番
閣
制
山
は
鷲
の
形
に
似
て
い
る
か
ら
の

Z
v
s
z
g
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
し
、

マ
ガ
ダ
の
都
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
『
法
華
義
疏
』
に
は
『
法
華
文
句
』
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
観
心
釈
は
見
ら
れ
な
い
が
、

『
法
華
論
』

の
こ
の
山
は
一
切
の
や
ま
の
中
で
最
勝
な
よ
う
に
法
華
経
は
最
勝
な
る
こ

と
、
自
在
な
功
徳
の
成
就
を
示
す
こ
と
、

『
大
智
度
論
』
の
神
仙
が
沢
山
お
り
、
聡
明
大
智
な
人
が
多
い
と
い
う
よ
う
な
説
示
を
挙
げ
て

い
る
こ
と
を
見
る
と
、

『
法
華
文
句
』
の
観
心
釈
に
通
ず
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

』
れ
に
対
し
、
如
来
寿
量
口
聞
の
霊
鷲
山
に
関
す
る
と
こ
ろ
の
注
釈
で
は
、

「
衆
見
我
減
度
」
の
下
は
、
得
益
を
挙
げ
て
滅
不
滅
の
意
を

釈
す
、
と
し
て

常
在
霊
鷲
山
下
第
二
四
行
半
就
＝
浄
機
二
土
－
論
＝
誠
不
滅
－
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と
し
た
上
で
、
稼
土
は
焼
か
れ
る
け
れ
ど
も
浄
土
は
不
滅
で
あ
る
、
迩
身
は
滅
を
現
ず
れ
ど
も
法
身
は
常
存
す
、
応
身
は
減
を
示
し
法
身

は
不
滅
な
り
、
故
に
身
に
は
本
述
、
土
に
は
浄
識
が
あ
る
こ
と
を
説
こ
う
と
し
た
も
の
だ
と
な
し
、

論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

『
法
華
論
』
等
の
所
説
を
引
用
し
て

こ
の
よ
う
な
『
法
華
義
疏
』
の
説
示
は
、

『
法
華
文
句
』
の
説
示
と
通
ず
る
も
の
で
、
現
実
を
越
え
た
所
に
無
限
な
る
も
の
を
見
ょ
う

と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

尚
、
見
宝
塔
口
問
・
分
別
功
徳
品
・
妙
音
菩
醸
品
・
普
賢
菩
麓
勧
発
品
等
に
お
け
る
番
閤
堀
山
に
関
し
て
は
、
直
接
的
な
説
示
は
見
ら
れ

F

』、
0

・
n
’v慈

恩
の
窺
基
の
『
法
華
玄
賛
』
は
、

「
住
王
舎
蝶
番
閣
堀
山
中
」
に
つ
い
て
、
玉
舎
城
か
ら
東
北
へ
十
四
五
里
行
く
と
姑
栗
陀
羅
矩
托

「
霊
鷲
山
」
考
（
望
月
）



「
盤
鷲
山
」
考
（
望
－
月
〉

山
に
至
る
。
唐
で
は
こ
れ
を
鷲
峰
・
鷲
台
と
い
い
、
鷲
鳥
を
楼
ま
せ
、
仏
は
こ
の
山
で
妙
法
を
説
き

旧
云
－
－
番
閣
堀
山
－
。
乃
云
コ
霊
鷲
山
－
。
鷲
烏
於
ν此
食
＝
人
屍
－
。
名
＝
霊
鷲
山
－
説
而
略
也
。

と
し
た
上
で
、

『
法
華
義
疏
』
と
同
じ
く
『
法
華
論
』
の
説
示
に
よ
っ
て
、
王
舎
城
は
他
の
一
切
の
誠
と
く
ら
べ
て
も
一
番
に
勝
れ
た
城

で
あ
る
よ
う
に
、
番
閣
堀
山
は
他
の
諸
山
に
く
ら
ペ
て
も
一
番
勝
れ
た
山
で
、
こ
れ
は
此
の
法
が
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
で
あ
る
と
し
、
た
め
に
此
の
経
は
王
舎
城
番
閣
堀
山
で
説
か
れ
だ
し
た
の
だ
と
句
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
『
法
華
玄
賛
』
は
こ

の
後
に
お
い
て
、

「
古
説
」
と
し
て
こ
の
経
は
、
初
め
は
霊
山
、
二
は
空
中
、
三
は
浄
土
、
固
に
は
分
身
が
還
っ
た
後
の
積
土
に
仏
が
お

ら
れ
た
と
す
る
古
人
の
説
を
取
り
挙
げ
た
う
え
で
、
批
判
を
加
え
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
説
示
の
場
所
に
つ
い
て
は
三
箇
所
、
説
示
の
内
容
で
は
二
つ
だ
と
し
て
、
初
め
は
霊
山
の
織
土
、
こ
に
は
分
身
を
集
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め
る
た
め
に
浄
土
に
変
え
た
地
、
三
に
は
空
中
、
と
い
う
三
つ
の
場
所
に
説
法
の
場
面
を
変
え
た
と
し
て
い
る
が
、
説
示
の
内
容
で
は
、

浄
識
に
二
あ
り
と
し
、
初
め
は
地
上
の
霊
山
、
こ
は
空
中
の
浄
土
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
番
閤
堀
山
は
地
上
で
積
土
で
、
如
来

寿
量
品
で
の
霊
鷲
山
は
浄
土
と
な
ろ
う
。
説
示
の
内
容
で
は
、
地
上
の
霊
山
に
お
い
て
二
乗
の
た
め
に
一
乗
を
説
い
た
の
と
、
空
中
で
釈

迦
・
多
宝
が
同
座
し
法
華
経
に
対
す
る
信
を
勧
め
た
、

と
い
う
こ
説
を
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
て
今
は
創
会
を
標
す
故
に
山
披
を
説

き
、
住
は
化
処
を
標
す
と
い
う
か
ら
、
序
ロ
聞
の
番
閤
堀
山
は
化
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
実
在
の
山
を
意
味
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
如
来
寿
盤
品
の
説
示
に
関
し
て
は
、

「
時
我
及
衆
僧
至
但
調
我
滅
度
」
は
、
身
を
現
じ
て
法
を
説
く
の
だ
と
し
て

説
法
有
ν
二
。
初
一
額
説
＝
身
在
レ
此
現
p
有
－
－
浬
柴
－
。
後
一
一
鎖
半
化
入
－
－
浬
鍵
－
他
方
利
益
。
於
－
－
霊
山
－
処
現
。
或
現
有
＝
霊
山
－

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
後
の
説
示
に
お
い
て
、
劫
尽
と
は
化
土
で
憂
怖
苦
悩
充
満
の
世
だ
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
化
し
て
浬
撲
に
入



る
と
い
う
の
は
、
仏
の
方
便
の
力
に
よ
る
化
現
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
安
穏
と
は
浄
土
だ
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
仏
を
ふ
く

め
菩
薩
と
天
人
と
が
常
に
在
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
倶
出
霊
鷲
山
」
に
つ
い
て
、
霊
山
に
於
い
て
処
現
し
、
或
は
現
に
霊

山
に
あ
る
な
り
と
い
う
時
、
こ
れ
は
安
穏
な
る
仏
の
浄
土
・
仏
の
世
界
を
意
味
す
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
常
に
存
在
す
る

も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
出
来
な
い
か
は
、
報
身
仏
を
見
れ
る
か
、
見
れ
な
い
か
の
所
由
だ
と
す
る
『
法
華
玄
賛
』
の
在
り
ょ
う

は
、
心
の
在
り
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
『
法
華
玄
賛
』
の
説
示
は
智
鎖
の
『
法
華
文
句
』
の
説
示
に
通

じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

尚
、
見
宝
塔
品
等
の
説
示
に
関
し
て
は
、
直
接
的
な
説
示
は
見
ら
れ
な
い
。

4 
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以
上
、
法
華
経
の
注
釈
者
の
主
た
る
注
釈
書
に
お
け
る
の
三
智
長
田
留
の
捉
え
か
た
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
各
師
と
も
に
の
Z
F
S

を
そ
の
言
葉
の
通
り
鳥
の
鷲
と
捉
え
、

回
円
ロ
官
を
頂
き
・
峰
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
処
を
『
法
華
義
記
』
以
外
の
注
釈
書

は
、
す
べ
て
鷲
頭
山
・
鷲
峰
と
な
し
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
を
－
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
て
ど
の
書
も
こ
の
山
が
鷲
の
形
に
似
て
お
る
か
ら

と
い
い
、
鳥
の
鷲
が
す
み
つ
い
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
は
一
様
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
の
み
か
た
は
、
当
時
の
仏
教
界
全
体
に
あ
っ
た

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

一方、

『
大
智
度
論
』
も
上
述
の
如
く
、

こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
、

そ
の
影
響
も
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
て

『
大
智
度
論
』
は
更
に
屍
陀
林
の
古
事
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
が
、
上
述
の
各
番
の
中
で
屍
陀
林
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
は
、

『
法
華

文
句
＆ー

と

逗冨
鷲華

山茎
考 G
Q だ

責 2
あ
る
ヵ：

『
法
華
義
疏
』
も
こ
の
箇
所
で
『
大
智
度
論
』
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
知
っ
て
お
っ
て
省



「
霊
鷲
山
」
考
ハ
望
月
〉

略
し
た
と
見
た
ほ
う
が
至
当
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
『
法
華
義
記
』
は
番
閣
堀
山
が
第
二
階
的
出
住
処
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
確
た
る
意
味
は
分
か
ら
な
い
。
も
し
も
地
理
的
な
場

所
を
越
え
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
あ
い
で
い
わ
れ
た
、
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
国
で
は
者
間
銅
山
と
い
い
、
此
の
方

で
は
霊
鷲
山
と
い
う
の
だ
、
と
す
る
説
示
が
生
き
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
如
来
寿
量
品
釈
に
お
け
る
霊
鷲
山
は

未
来
援
人
の
お
る
所
と
い
う
説
に
つ
な
が
っ
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
法
華
文
句
』
は
前
仏
今
仏
も
皆
こ
の
山
に
い
た
と
い
い
、
観
心
釈
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
番
闇
堀
山
に
特
殊
な
意
味
を
持
た
せ
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
法
華
義
疏
』
は
こ
の
山
は
一
切
の
山
の
中
で
最
勝
で
あ
る
と
し
、

『
法
華
玄
賛
』

の
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
如
来
が
成
道
し
た
場
所
に
た
い
す
る
報
恩
の
た
め
に
住
し
た
と
い
い
、
仙
人
な
ど
が
住
し
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も
こ
の
山
は
一
切
の
山
の
中
で
最
勝
で
あ
り
、
如
来
も
多
く
こ
の
山
で
法
を
説
い
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
各
師
に
は
相
通
じ
た
も

た
と
い
う
時
、
そ
こ
に
は
た
だ
単
に
イ
ン
ド
実
在
の
山
と
し
て
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
山
に
理
念
的
な
何
か
を
求

め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
理
念
的
な
何
か
が
、
如
来
寿
量
品
に
お
け
る
「
霊
鷲
山
」
の
解
釈
に
さ
い
し
、
未
来
益
人
の
処
と
い
い
、
非
生
現
滅
・
非

減
現
減
と
い
い
、
実
報
土
と
い
い
、
迩
身
は
滅
し
て
も
法
身
は
常
だ
と
い
い
、
霊
山
に
処
現
す
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
釈
解
に
展
開
せ
し

め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
た
て
て
み
る
と
、
如
来
寿
量
品
に
お
け
る
「
霊
鷲
山
」
は
、
イ
y
ド
実
在
の
山
か
ら
時

間
空
間
を
と
び
越
え
て
、
永
遠
の
未
来
と
結
び
つ
く
、
永
遠
の
未
来
へ
と
展
開
す
る
た
め
の
一
つ
の
モ
ニ
ュ
メ

γ
ト
的
な
役
割
を
果
た
そ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

鳩
摩
難
什
が
法
華
経
の
訳
出
に
さ
い
し
て
、
序
品
を
初
め
と
す
る
各
品
に
お
い
て
は
、
全
て
番
閣
堀
山
と
・
音
訳
し
た
の
に
、
如
来
寿
量



品
に
お
い
て
は
霊
鷲
山
と
意
訳
し
た
の
も
、
理
由
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
鳩
摩
羅
什
の
意
図
は
法
華
経

の
注
釈
を
し
た
各
師
に
よ
っ
て
、
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