
海
外
学
会
ニ
ュ
ー
ス

佛
教
の
研
究
を
志
す
者
、
と
り
わ
け
戒
律
思
想
に
関
心
の
あ
る
者
な
ら

誰
し
も
一
度
は
訪
問
し
た
い
憧
れ
の
「
佛
教
の
国
ｌ
タ
イ
」
の
事
情
の

一
端
を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。
幸
い
に
も
は
じ
め
て
の
旅
行
に
昭
和
十

九
年
以
後
二
ヶ
年
余
に
わ
た
り
タ
イ
の
僧
院
に
お
い
て
出
家
修
道
の
御
体

験
を
お
も
ち
の
本
学
名
誉
教
授
の
佐
倉
木
教
悟
先
生
に
実
地
で
の
御
指
導

を
お
願
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
旅
行
計
画
も
「
南
方
上
座
部
佛

教
の
僧
院
（
僧
伽
）
の
実
情
を
研
修
し
な
が
ら
、
戒
律
の
生
き
た
姿
を
学

ぶ
こ
と
」
を
中
心
と
し
た
。
ま
た
旅
程
の
中
に
は
安
居
（
七
月
十
五
日
’

十
月
十
五
日
）
や
布
薩
、
日
曜
日
の
説
法
会
な
ど
が
組
み
込
ま
れ
る
な
ど
、

短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
僧
伽
の
主
要
な
行
事
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
ま
た
バ
ン
コ
ッ
ク
ば
か
り
で
は
な
く
、
北
の
古
都
チ
ェ
ン
マ

イ
の
僧
院
も
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
旅
行
記
で
は
多
く
の
印
象
を
整
理
し
て
、
前
半
で
は
バ
ン
コ
ッ
ク

の
僧
院
に
お
け
る
諸
行
事
を
戒
律
の
観
点
か
ら
報
告
し
、
後
半
に
お
い
て

は
最
近
注
目
を
あ
び
て
い
る
タ
イ
佛
教
教
団
の
中
に
お
け
る
新
し
い
動
向

旅
行
記

タ
イ
の
僧
院
を
訪
ね
て

大
澤
伸
雄

の
一
つ
を
記
録
し
て
み
た
。
特
に
後
半
は
ま
だ
日
本
の
学
界
に
紹
介
さ
れ

て
い
な
い
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
九
月
二
十
六
日
午
前
十
時
、
大
阪
空
港
を
離
れ
、
台
北
・

香
港
を
経
由
、
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
の
ド
ム
ア
ン
空
港
に
到
着
し
た
の
は
現
地
時

間
の
午
後
八
時
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
入
国
の
手
続
き
を
終
え
た
我
盈
一
行
は

意
外
に
も
二
人
の
黄
衣
の
比
丘
の
出
迎
え
を
う
け
た
。
こ
の
比
丘
た
ち
は

バ
ン
コ
ッ
ク
市
内
の
ワ
ッ
ト
・
リ
エ
プ
（
言
呉
目
３
）
に
住
す
る
マ
ハ
ー

・
プ
ラ
ス
エ
ー
比
丘
と
同
寺
の
境
内
に
あ
る
日
本
人
納
骨
堂
主
事
の
藤
井

隆
照
師
こ
と
タ
ン
マ
ロ
ー
チ
ャ
ノ
ー
比
丘
と
で
あ
る
。
ワ
ッ
ト
・
リ
エ
プ

は
佐
々
木
先
生
が
出
家
さ
れ
て
沙
弥
の
期
間
を
す
ご
さ
れ
た
寺
で
も
あ
り
、

恩
師
で
あ
る
プ
ラ
・
ク
ン
チ
ャ
ラ
ワ
ッ
ト
長
老
が
八
四
歳
の
今
も
お
元
気

に
住
職
を
務
め
て
お
ら
れ
る
寺
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
灸
の
現
地
で
の
御

配
慮
に
よ
っ
て
、
我
だ
の
研
修
旅
行
は
予
想
外
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

さ
て
第
二
日
目
の
二
十
七
日
は
早
朝
六
時
半
よ
り
ワ
ッ
ト
・
↓
ヘ
ン
チ
ャ

マ
ポ
ピ
ッ
ト
（
君
鼻
国
。
ロ
。
冨
目
号
名
拝
・
大
理
石
寺
院
）
に
出
か
け
朝

の
托
鉢
の
光
景
を
見
学
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
寺
の
門
前
に
は
在
家
信

者
の
家
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
イ
カ
ー
で
供
養
の
た
め
の
御
飯
・
副
食
物
・

線
香
、
そ
し
て
白
い
蓮
や
紫
の
蘭
の
一
種
の
花
な
ど
を
用
意
し
て
、
一
人

一
人
の
沙
弥
や
比
丘
に
丁
寧
に
献
げ
て
い
る
。
車
の
ト
ラ
ン
ク
の
中
に
ま

で
入
れ
た
大
き
な
銀
色
の
器
の
中
に
は
食
物
の
包
み
が
い
っ
ぱ
い
に
は
い

り
、
そ
れ
ら
を
鉄
鉢
の
中
に
一
つ
一
つ
入
れ
て
礼
拝
す
る
信
者
の
敬
虐
な
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姿
に
心
う
た
れ
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
素
足
の
ま
ま
の
比
丘
や
沙
弥
が

「
応
供
」
を
自
認
し
て
の
こ
と
か
、
無
表
情
に
し
て
毅
然
と
受
け
と
る
姿

に
出
家
佛
教
界
の
独
目
性
を
感
じ
た
。
こ
れ
ら
の
日
常
の
供
養
の
う
ち
、

と
く
に
大
供
養
は
、
家
族
の
誕
生
日
や
父
母
の
命
日
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
記
念

す
べ
き
日
を
選
ん
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
よ
ほ
ど
経
済
力

の
あ
る
人
達
で
も
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
零
ハ
ン
コ
ッ
ク
市
内
の
あ
ち
こ
ち
の

街
頭
や
路
地
で
は
、
所
謂
「
貧
者
の
一
燈
」
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
一
般
的
に
タ
イ
の
僧
院
の
前
に
は
小
烏
や
亀
や
蛇
を
売
る
子
供
達

が
い
る
。
こ
れ
は
参
詣
者
が
こ
れ
ら
の
生
き
物
を
買
い
求
め
て
放
生
す
る

た
め
で
あ
り
、
こ
の
不
殺
生
の
行
為
が
功
徳
利
益
の
あ
る
善
き
こ
と
と
考

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
観
光
寺
院
と
し
て
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
寺
で
あ
る
が
、
王
族
や
貴
族
、
富
裕
者
の
子
弟
が
出
家
す
る
場

合
が
多
い
と
い
う
。
出
家
に
貴
賤
の
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
が
、
僧
院
に

も
こ
う
し
た
格
差
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
我
点
は
零
ハ
ン
コ
ッ
ク
に
お
け
る
佛
教
の
諸
活
動
の
一
大
中
心
地

で
あ
る
ワ
ッ
ト
・
マ
ハ
ー
タ
ー
ト
（
弓
胃
昌
巴
〕
且
冒
甘
）
を
訪
れ
た
。
こ

こ
で
は
マ
〈
－
．
プ
ラ
ス
エ
ー
比
丘
の
案
内
で
諸
殿
・
諸
施
設
を
拝
観
し

た
。
二
十
七
日
は
日
曜
日
で
あ
る
た
め
に
僧
院
の
中
庭
に
は
露
店
が
所
せ

ま
し
と
出
て
信
者
で
賑
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
毎
週
定
例
の
説
教
や
一
般
信

者
の
諦
経
の
様
子
も
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
説
教
は
広
い
ウ
ィ
ハ
ー

ン
（
伽
藍
）
で
僧
俗
共
に
聰
く
も
の
で
あ
り
、
タ
イ
の
民
衆
の
生
活
の
中

に
佛
教
が
根
づ
い
て
い
る
と
い
う
感
を
益
食
強
く
し
た
。
堂
内
に
響
き
わ

た
る
説
法
は
独
特
の
旋
律
と
音
調
を
も
っ
て
、
暑
い
さ
中
の
大
衆
を
と
ら

え
て
い
た
。
ま
た
こ
の
寺
に
は
数
多
く
の
ｇ
ｏ
は
○
口
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
に
長
老
が
担
任
し
て
独
自
の
指
導
理
念
と
方
法
を
も
っ
て
出
家
在
家
に

教
化
指
導
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
ま
た
境
内
の
あ
ち
こ
ち
の
大
小
の
ホ
ー

ル
で
は
佛
教
講
演
会
と
も
い
う
零
へ
き
も
の
が
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
中
に

は
在
家
者
が
講
師
に
な
っ
て
い
る
会
場
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の

人
は
還
俗
者
か
大
学
の
先
生
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
会

場
の
一
つ
ホ
ー
。
タ
ム
ナ
ッ
ク
で
説
法
を
終
え
た
キ
ッ
テ
ィ
ウ
ヅ
ト
ー
長

老
（
後
述
）
に
出
会
っ
た
。
ま
た
こ
の
境
内
に
は
マ
〈
１
’
一
カ
ー
イ
派
の

佛
教
大
学
で
あ
る
マ
ハ
ー
チ
ュ
ラ
ロ
ン
「
一
ン
佛
教
大
学
（
晨
旨
胃
冒
匿
Ⅲ

５
晨
○
日
嗣
目
自
陣
ご
ロ
牙
①
風
ｑ
）
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
休
日
の

た
め
中
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

午
後
は
ワ
ッ
ト
・
プ
ラ
ヶ
オ
（
言
自
己
胃
騨
民
８
．
王
宮
寺
院
）
や
国

立
博
物
館
、
ワ
ッ
ト
。
ボ
ー
（
言
胃
吋
９
．
浬
渠
佛
寺
院
）
な
ど
を
訪
れ

た
が
、
ワ
ッ
ト
・
プ
ラ
ヶ
オ
に
は
比
丘
な
ど
の
出
家
者
は
止
宿
せ
ず
、
王

室
の
重
要
な
行
事
を
す
る
時
に
各
地
か
ら
有
徳
の
長
老
た
ち
が
集
会
し
て

儀
礼
を
執
行
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
日
朏
日
の
説
法
会
は

行
わ
れ
て
い
た
が
、
広
い
堂
内
は
満
座
で
入
口
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
中
に

入
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
は
何
よ
り
も
建
物
の
絢
燗
豪
華
さ

に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
チ
ャ
ク
リ
ー
王
朝
創
始
二
百
年
の
記
念

事
業
を
ひ
か
え
、
大
修
復
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
旅
行
を

通
じ
て
、
タ
イ
の
あ
ち
こ
ち
の
僧
院
で
は
修
復
・
新
築
の
工
事
が
す
す
め

ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
記
念
事
業
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
。
タ
イ
絵
画
を

代
表
す
る
廻
廊
の
罰
四
目
斡
匿
①
］
〕
の
壁
画
も
修
復
さ
れ
て
い
た
。
王
室
と
佛

教
教
団
の
密
接
な
関
係
も
タ
イ
佛
教
の
一
つ
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
一

二
十
八
日
は
「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」
と
も
い
わ
れ
る
琴
ハ
ン
コ
ッ
ク
の
メ
ナ

ム
川
河
口
に
あ
る
数
六
の
運
河
を
遊
覧
船
で
め
ぐ
り
、
水
上
マ
ー
ケ
ッ

ト
を
見
物
し
て
か
ら
、
運
河
ぞ
い
に
あ
る
ワ
ッ
ト
・
・
ハ
ク
ナ
ム
（
乏
自

砲
鳥
口
騨
目
）
を
参
観
し
た
。
こ
の
僧
院
は
広
大
な
敷
地
を
も
ち
、
数
多
く

の
諸
設
備
を
も
っ
て
お
り
、
建
物
の
修
復
・
新
築
も
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
我
灸
は
タ
イ
の
僧
院
の
風
景
に
も
よ
う
や
く
慣
れ
て
き

た
が
、
こ
の
日
は
ワ
ン
・
プ
ラ
（
弓
昌
閣
国
・
佛
日
ｌ
毎
月
四
日
の

斎
日
）
の
た
め
に
比
丘
・
沙
弥
・
沙
弥
尼
、
そ
れ
か
ら
チ
ィ
ー
プ
レ
ー
ン

グ
宕
冒
①
巨
旨
ロ
急
○
損
）
や
、
多
く
の
在
家
の
男
女
が
説
法
を
聞
い
て
い

た
。
こ
の
チ
ィ
ー
プ
レ
ー
ン
グ
と
は
有
髪
で
、
但
し
眉
毛
は
剃
っ
て
い
る

が
、
灰
色
の
沙
弥
尼
衣
同
様
の
白
法
衣
を
着
用
し
た
婦
女
子
で
あ
る
。
こ

れ
は
父
や
母
、
夫
や
子
供
を
亡
く
し
た
後
な
ど
、
し
ば
ら
く
の
間
を
限
っ

て
寺
院
に
止
住
し
て
聞
法
修
道
す
る
人
灸
の
こ
と
で
あ
る
。
先
の
ワ
ッ
ト

・
マ
ハ
タ
ー
ト
で
も
見
か
け
た
が
、
僧
院
内
の
別
棟
に
居
住
し
、
僧
院
で

の
い
ろ
い
ろ
な
雑
事
に
も
奉
仕
す
る
熱
心
な
優
婆
夷
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
人
糞
の
存
在
は
、
出
家
の
五
衆
と
い
う
こ
と
か
ら
も
考
え

ら
れ
ぬ
し
、
法
衣
の
着
用
が
許
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
杓
子
定
規
に
は
理
解

で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
女
性
信
者
が
佛
教
を
深
く
学
び
実
践
で
き
る
機
会

を
つ
く
る
た
め
の
タ
イ
佛
教
独
自
の
あ
り
方
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
日
の
南
方
上
座
部
佛
教
圏
に
お
い
て
は
比
丘
尼
は
皆
無
で
あ
り
独
自
の

教
団
を
形
成
し
て
い
な
い
か
ら
、
剃
髪
し
た
沙
弥
尼
に
相
当
す
る
人
灸
も

比
丘
僧
伽
に
依
止
し
て
い
る
。

こ
の
僧
院
に
は
日
本
の
曹
洞
宗
僧
侶
で
あ
る
真
瀬
義
光
師
が
五
年
程
前

か
ら
留
学
僧
と
し
て
比
丘
と
な
り
修
道
を
重
ね
て
お
ら
れ
る
。
真
瀬
師
の

御
案
内
で
住
職
の
プ
ラ
・
タ
ン
マ
・
テ
ィ
ー
ラ
ラ
ー
ト
・
マ
ハ
ー
ム
ニ
長

老
や
副
住
職
の
プ
ラ
．
．
〈
－
ワ
ナ
・
コ
ー
ソ
ン
長
老
に
も
面
会
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
住
職
は
タ
イ
の
高
僧
た
ち
の
長
老
会
議
（
文
部
省
宗
教
局
と

僧
伽
の
合
議
で
選
出
）
の
十
人
の
メ
ン
↑
ハ
ー
の
う
ち
の
一
人
で
も
あ
り
、

有
徳
の
長
老
と
し
て
っ
と
に
知
ら
れ
た
お
方
で
あ
る
。
ま
た
副
住
職
は
日

系
人
で
あ
り
流
暢
な
日
本
語
で
我
灸
を
親
し
く
迎
え
て
下
さ
っ
た
。
ま
た

博
物
館
（
宝
物
館
）
や
図
書
室
な
ど
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
禅
定

室
は
完
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
寺
に
伝
承
さ
れ
る
独
自
の
瞑
想
法

を
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
は
在
家
信
者
に
も
開
放
さ
れ
て
お
り
、

宿
泊
施
設
も
近
代
化
さ
れ
て
い
る
し
日
本
と
も
交
流
の
す
す
ん
だ
僧
院
で

あ
る
。
ワ
ッ
ト
．
．
〈
ク
ナ
ム
を
後
に
し
て
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ャ
ー
河
の
船
上

か
ら
は
る
か
ワ
ッ
ト
・
ア
ル
ン
（
言
胃
胃
ロ
ロ
・
暁
の
寺
）
の
高
く
そ
び

え
た
つ
大
塔
を
な
が
め
な
が
ら
船
を
お
り
た
。

午
後
か
ら
は
零
ハ
ン
コ
ッ
ク
市
内
に
ひ
と
き
わ
高
い
人
工
の
山
の
上
に
金

色
の
佛
舎
利
塔
を
も
つ
こ
と
で
有
名
な
ワ
ッ
ト
・
サ
ヶ
ー
（
乏
胃
陣
騨
‐

冨
留
）
を
訪
れ
た
。
「
黄
金
の
山
」
と
い
わ
れ
る
金
色
の
塔
か
ら
眼
下
に

市
内
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
様
な
有
名
観
光
寺
院
で
は
あ
る

が
、
僧
院
に
お
け
る
修
道
教
化
の
面
に
お
い
て
も
き
わ
だ
っ
た
も
の
が
あ

る
。
ま
ず
我
灸
は
ブ
ロ
マ
・
グ
ナ
ー
ポ
ー
ン
Ｂ
胃
○
冒
畠
目
倒
ｇ
ｏ
目
）
住

職
に
客
室
で
面
会
歓
談
し
た
。
き
わ
め
て
明
朗
で
国
際
性
に
富
ん
だ
お
方

で
あ
り
、
学
徳
兼
備
の
壮
年
比
丘
と
し
て
、
タ
イ
の
佛
教
界
を
荷
負
し
て

い
く
気
力
に
あ
ふ
れ
た
長
老
で
あ
っ
た
。
次
期
は
タ
イ
国
の
大
長
老
と
し

戸〆
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て
最
高
位
の
大
僧
正
に
な
ら
れ
る
お
方
で
あ
る
と
聞
く
。
ま
た
こ
の
僧
院

に
は
現
在
百
五
十
八
名
の
比
丘
と
沙
弥
が
止
宿
し
て
い
る
他
、
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
ま
で
の
間
に
は
他
の
僧
院
か
ら
約
三
○
○
名
の
研
修
者
が
来
寺

す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
民
衆
相
手
に
人
生
相
談
や
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
な
ど
も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
教
化
研
究
施
設
も
備
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
さ
に
清
潔
で
静
寂
な
中
に
も
厳
し
い
学
佛
道
場
と
し
て
の
雰

囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。

ち
な
み
に
名
古
屋
の
覚
王
山
日
泰
寺
の
佛
舎
利
は
こ
の
寺
か
ら
贈
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
日
本
か
ら
の
留
学
僧
も
過
去
に
は
多
く
、
ま

た
こ
の
寺
の
デ
ク
（
寺
男
）
で
あ
っ
た
ピ
ー
タ
ッ
ク
・
ブ
ッ
タ
ラ
ク
ム

（
弔
洋
鳥
切
ロ
茸
巴
④
冒
冒
）
氏
は
戦
後
大
谷
大
学
に
留
学
生
と
し
て
学
ん
だ

と
い
う
〈
昭
和
三
十
三
年
三
月
短
期
大
学
部
佛
教
学
科
卒
〉
。

我
交
の
訪
タ
イ
の
目
的
を
理
解
し
た
長
老
の
特
別
の
は
か
ら
い
で
、
こ

の
寺
の
布
薩
を
見
学
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
戒
律
を
研
究
し
た
者
な
ら

誰
で
も
わ
か
る
様
に
、
僧
伽
の
和
合
清
浄
を
維
持
実
現
す
る
た
め
に
は
、

半
月
に
一
回
、
全
員
の
参
加
に
よ
り
波
羅
提
木
叉
に
て
ら
し
て
自
己
の
行

儀
を
反
省
す
る
布
薩
は
、
僧
院
に
お
け
る
最
も
厳
粛
な
行
事
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
タ
イ
の
僧
院
に
は
必
ず
ウ
ボ
ソ
（
布
薩
堂
）
が
あ
り
、
そ
れ
は

ウ
ィ
ハ
ー
ン
（
伽
藍
）
と
な
ら
ん
で
最
も
聖
域
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

八
つ
の
シ
ー
マ
ー
（
結
界
標
）
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
布
薩
の
当
日
は

そ
の
準
備
や
進
行
等
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
厳
格
に
は
比
丘
以
外

は
入
堂
で
き
ず
、
ま
し
て
や
在
家
信
者
が
外
か
ら
見
聞
覚
知
す
る
こ
と
は

で
き
ぬ
世
界
な
の
で
あ
る
。
入
堂
見
学
を
ゆ
る
さ
れ
た
喜
び
と
と
ま
ど
い

を
感
じ
な
が
ら
も
仔
細
に
そ
の
様
子
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

寺
で
は
沙
弥
も
や
が
て
は
比
丘
と
な
る
身
で
あ
る
か
ら
、
研
修
の
た
め
に

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
堂
内

の
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
着
座
す
る
の
は
比
丘
だ
け
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に

佛
に
向
っ
て
勤
行
を
行
な
い
、
そ
の
後
対
面
で
き
る
よ
う
に
輪
に
な
っ
て

坐
し
、
波
羅
提
木
叉
が
。
〈
－
リ
文
で
一
比
丘
に
よ
っ
て
朗
交
と
暗
謂
さ
れ

て
い
く
。
合
掌
し
て
無
言
で
そ
れ
に
聞
き
い
る
比
丘
た
ち
の
姿
か
ら
、
厳

格
な
戒
律
佛
教
に
お
け
る
最
も
大
切
な
行
事
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る

こ
と
が
理
解
で
き
た
。
中
に
は
我
灸
一
行
の
存
在
を
不
審
に
思
う
比
丘
も

い
た
様
で
あ
り
、
写
真
の
撮
影
も
ゆ
る
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
途
で
堂
を
出

た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
数
灸
の
高
僧
を
輩
出
し
て
い
る
こ
の
名
刹
の
布
薩
を

見
学
で
き
た
こ
と
は
終
生
忘
れ
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

次
い
で
夕
方
か
ら
我
衣
の
旅
行
に
終
始
配
慮
を
し
て
い
た
だ
い
た
マ
ハ

ー
・
プ
ラ
一
〈
エ
ー
比
丘
の
住
す
る
ワ
ッ
ト
・
リ
エ
プ
を
表
敬
訪
問
し
た
。

我
之
は
三
年
ほ
ど
前
に
大
谷
大
学
に
も
訪
問
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
プ
ラ
・

ク
ン
チ
ャ
ラ
ワ
ッ
ト
長
老
の
お
元
気
な
お
姿
と
再
会
で
き
た
。
佐
盈
木
先

生
が
施
主
と
な
ら
れ
て
、
サ
ー
イ
シ
ン
（
灌
水
糸
）
と
い
う
佛
事
を
し
て

い
た
だ
い
た
。
こ
れ
は
伽
藍
内
で
佛
像
の
手
か
ら
白
の
綿
糸
を
い
た
だ
き
、

そ
れ
を
手
に
し
た
長
老
以
下
五
名
の
比
丘
が
佛
像
を
背
に
我
々
の
方
に
向

っ
て
諦
経
し
、
そ
の
後
「
聖
な
る
水
」
を
我
友
に
ふ
り
か
け
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
法
雨
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
在
家
信
者
が
自
ら
の
平

安
と
俳
道
成
就
の
た
め
に
願
い
出
て
執
行
し
て
も
ら
う
佛
事
で
あ
り
、
吉

祥
経
ニ
ン
ガ
ラ
・
ス
ッ
タ
）
等
が
訶
唱
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
寺
の
ワ
ン

・
プ
ラ
の
夕
事
の
説
法
会
に
も
多
く
の
信
者
ら
と
共
に
参
加
し
た
。
長
老

の
説
法
が
始
ま
る
前
に
在
家
信
者
の
代
表
の
一
人
が
長
老
の
前
に
進
み
出

公 局
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て
互
脆
合
掌
し
て
三
帰
五
戒
を
受
け
る
。
在
家
者
が
加
わ
る
佛
事
で
は
い

か
な
る
時
も
最
初
に
三
帰
五
戒
を
受
け
る
こ
と
が
タ
イ
佛
教
で
の
通
例
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
説
法
の
内
容
は
三
帰
五
戒
を
基
本
と
す
る
世
俗
倫
理

が
中
心
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
佛
の
教
え
を
平
易
に
解
説
す
る
の
で
あ

る
と
い
う
。

ま
た
こ
の
僧
院
の
中
に
は
在
タ
イ
日
本
人
の
納
骨
堂
が
あ
り
、
そ
こ
で

一
同
、
嘆
佛
偶
を
あ
げ
て
か
ら
こ
の
僧
院
の
比
丘
で
あ
る
藤
井
隆
照
師
に

い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

最
近
の
タ
イ
の
僧
院
で
は
「
過
中
食
」
、
す
な
わ
ち
正
午
以
降
に
は
食

事
を
取
ら
ぬ
と
い
う
戒
に
つ
い
て
、
牛
乳
は
非
時
食
で
ゆ
る
さ
れ
る
か
ら

乳
製
品
も
ゆ
る
さ
れ
る
と
理
解
す
る
一
部
の
比
丘
達
が
い
る
と
い
う
。
従

っ
て
チ
ー
ズ
な
ど
は
い
つ
食
今
へ
て
も
よ
い
と
理
解
し
て
い
る
様
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
寺
に
は
現
在
、
出
家
者
の
数
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
パ
ー

リ
語
の
国
家
試
験
合
格
者
で
高
位
（
九
段
階
あ
る
）
を
し
め
る
比
丘
が
多

い
と
い
う
。
さ
な
が
ら
学
問
寺
的
風
格
を
も
っ
て
い
る
僧
院
で
あ
る
。

バ
ン
コ
ッ
ク
に
お
け
る
僧
院
の
見
学
を
し
ば
ら
く
お
い
て
、
二
十
九
・

三
十
日
の
両
日
、
空
路
で
チ
ェ
ン
マ
イ
の
チ
ェ
ッ
テ
ィ
ル
ア
ン
僧
院
等
を

見
学
し
た
。
チ
ェ
ン
マ
イ
は
古
都
で
あ
る
こ
と
、
バ
ン
コ
ッ
ク
と
は
気
候

・
風
土
・
習
慣
も
異
な
る
こ
と
、
タ
イ
の
地
方
僧
院
と
し
て
の
一
つ
の
類

型
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も

戒
律
の
遵
守
と
い
う
こ
と
は
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
タ
イ
の
上

座
部
佛
教
の
一
貫
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

バ
ン
コ
ッ
ク
と
チ
ェ
ン
マ
イ
に
お
け
る
代
表
的
な
僧
院
を
訪
れ
、
厳
格

な
出
家
佛
教
が
想
像
の
他
、
社
会
的
な
機
能
を
多
方
面
で
果
し
な
が
ら
、

民
衆
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
姿
を
研
修
し
、
「
大
乗
佛
教
」
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
反
問
し
は
じ
め
た
我
套
は
、
最
近
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い

る
タ
イ
佛
教
の
新
し
い
試
み
の
一
端
を
見
学
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は

南
方
上
座
部
佛
教
の
枠
組
み
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
大
乗
佛
教
の
菩
薩

道
に
学
び
、
新
し
い
佛
教
の
可
能
性
を
追
究
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
チ
ッ

タ
・
・
ハ
ワ
ソ
（
ロ
ー
詳
冨
匡
昌
君
四
国
）
の
キ
ッ
テ
ィ
ウ
ッ
ト
ー
（
属
岸
働
く
ロ
色
色
屋
○
）

長
老
の
僧
苑
で
あ
る
。

バ
ン
『
一
ツ
ク
か
ら
バ
ス
で
約
二
時
間
半
、
国
道
三
十
四
号
線
の
ハ
イ
ウ

ェ
ー
を
「
東
洋
の
ハ
ワ
イ
」
と
い
わ
れ
る
・
ハ
タ
ャ
ヴ
ィ
ー
チ
の
方
向
へ
行

き
、
チ
ョ
ン
・
ブ
リ
（
、
宮
口
国
昌
）
市
を
越
え
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
。
〈

タ
ヤ
（
勺
胃
冒
笛
）
市
に
入
る
が
、
市
の
入
口
の
と
こ
ろ
の
道
路
の
右
手

に
、
周
辺
の
ヤ
シ
林
の
景
観
と
あ
ざ
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
み
せ
る
新

し
い
、
ま
た
建
設
途
上
の
僧
苑
が
見
え
て
く
る
。

面
積
は
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
（
約
一
万
坪
）
以
上
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

国
道
に
沿
っ
て
裏
手
の
タ
イ
湾
の
美
し
い
白
砂
の
海
岸
線
ま
で
を
占
め
る

こ
の
景
勝
の
広
大
な
敷
地
の
入
口
に
は
、
旦
鼻
§
冨
君
ｐ
ｐ
ｇ
胃
彊
》

甸
○
門
昏
の
胃
○
日
目
演
四
武
○
昌
旦
国
巨
呂
厨
目
）
国
〕
⑦
甘
口
目
§
陣
Ｏ
ｐ
ｇ
シ
ワ
三
‐

合
い
冒
冒
号
誤
目
鼻
ぐ
冒
昌
巴
騨
冒
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
察
す
る

に
「
チ
ッ
タ
・
パ
ワ
ン
単
科
大
学
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
佛
教
の
伝
道
の

た
め
に
、
ア
ピ
ダ
ル
マ
の
学
問
研
究
の
基
礎
を
修
得
す
る
た
め
の
学
校
」

三
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ま
ず
こ
の
僧
苑
の
由
来
は
、
今
日
か
ら
十
五
年
ほ
ど
前
に
、
キ
ッ
テ
ィ

ウ
ッ
ト
ー
比
丘
が
こ
の
地
で
頭
陀
行
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
の
で

あ
る
と
い
う
。
そ
の
時
、
周
囲
の
芋
畑
を
所
有
し
て
い
た
資
産
家
が
、
こ

の
道
心
あ
つ
き
若
き
比
丘
に
帰
依
し
、
今
の
敷
地
を
こ
の
比
丘
の
学
佛
道

の
理
想
実
現
の
た
め
に
寄
進
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
今
日
で
も
頭
陀
行

は
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
在
家
者
か
ら
信
任
の
あ
つ
い
修
道
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
苑
内
に
は
今
で
は
頭
陀
行
跡
を
記
念
し
て

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佛
教
伝
道
学
校
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

（
私
は
こ
こ
で
は
「
僧
苑
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
。
）
そ
し

て
正
門
か
ら
入
る
と
チ
ッ
タ
・
パ
ワ
ン
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
歩
行
釈
迦
の

銅
像
が
仰
が
れ
る
が
、
そ
の
高
さ
は
五
重
の
天
蓋
ま
で
七
、
八
メ
ー
ト
ル

く
ら
い
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
歩
行
し
遊
行
す
る
像
が
正
面
に
安
置
さ
れ
る

の
は
、
こ
の
僧
苑
の
理
念
が
遊
行
教
化
と
い
う
積
極
性
を
も
っ
て
い
る
故

で
あ
ろ
う
。
こ
の
像
の
背
後
は
る
か
に
、
こ
の
Ｃ
呂
の
鴨
の
本
館
（
三
階
）

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
僧
苑
は
タ
イ
の
義
務
教
育
を
終
え
た
十
二
歳
か
ら
の
沙
弥
を
九
ヶ

年
間
指
導
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
朝
は
八
時
か
ら
夕
方
の
四
時
ま
で
で

佛
教
に
関
す
る
諸
課
程
を
教
え
、
四
時
以
降
は
現
代
の
様
々
な
学
問
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
過
去
に
は
八
百
名
に
お
よ
ぶ
沙
弥

や
比
丘
が
止
宿
・
学
習
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
訪
問
時

に
は
四
百
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

我
友
は
ヴ
ッ
テ
ィ
ャ
ー
ノ
比
丘
に
僧
苑
の
各
所
を
案
内
し
て
も
ら
う
こ

と
に
な
っ
た
。

六
角
の
堂
が
新
し
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
寄
進
者
で
あ
る
元
地
主
の

チ
ュ
ー
ン
未
亡
人
の
洲
泗
な
住
宅
も
あ
り
、
夫
人
が
今
も
住
ん
で
お
ら
れ

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
で
最
初
は
六
十
名
の
比
丘
を
集

め
て
三
ヶ
月
間
指
導
を
し
て
、
そ
れ
ら
の
比
丘
を
各
地
の
僧
院
へ
送
り
込

む
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
、
こ
の
僧
苑
の
教
育
機
関
と
し
て
の
性
格
が
は

じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
今
で
も
一
月
か
ら
四
月
ま
で
の
三
ヶ
月
間
こ
の

僧
苑
へ
研
究
研
修
の
た
め
に
各
地
か
ら
比
丘
や
沙
弥
が
来
集
す
る
と
い
う
。

ま
た
こ
こ
で
九
ヶ
年
間
を
修
学
し
た
若
き
比
丘
は
各
地
の
僧
院
か
ら
入
寺

の
招
請
が
あ
る
と
い
う
。
現
在
、
ラ
オ
ス
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ア
メ
リ
カ
か
ら

も
比
丘
と
し
て
修
道
す
る
人
が
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
六
十

名
の
比
丘
を
指
導
し
て
そ
れ
ら
の
比
丘
を
各
地
に
送
り
こ
ん
だ
と
い
う
の

は
、
何
や
ら
佛
伝
の
伝
道
宣
言
あ
た
り
を
偲
ば
せ
る
が
、
キ
ッ
テ
ィ
ウ
ッ

ト
ー
長
老
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
信
念
を
伝
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

先
に
ワ
ッ
ト
・
マ
ハ
タ
ー
ト
で
お
会
い
し
た
長
老
は
、
長
身
で
体
格
も

よ
く
、
自
ら
の
理
想
と
信
念
に
も
と
づ
い
て
佛
道
を
行
ず
る
と
い
う
自
信

に
満
ち
あ
ふ
れ
た
比
丘
で
あ
っ
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
「
一
な
風
貌
は
新
し
い

僧
伽
の
若
き
運
動
家
と
し
て
尊
崇
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
た
。
ち

な
み
に
バ
ン
コ
ッ
ク
で
我
之
の
ホ
テ
ル
の
ル
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
婦
人
が
、

長
老
の
大
き
な
写
真
を
も
っ
た
私
に
驚
き
、
廊
下
に
い
た
ガ
ー
ド
マ
ン
ま

で
呼
び
よ
せ
て
、
長
老
が
い
か
に
優
れ
た
比
丘
で
あ
る
か
を
ジ
ェ
ス
チ
ャ

ー
を
交
え
な
が
ら
片
言
の
英
語
で
話
し
て
く
れ
た
。
ガ
ー
ド
マ
ン
の
青
年

は
「
国
の
岳
圃
目
（
言
四
」
と
熱
弁
し
た
。
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
の
こ
れ
ら
の
階
層

の
人
為
に
と
っ
て
、
大
き
な
尊
敬
の
対
象
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
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さ
て
こ
の
僧
苑
で
は
他
の
僧
院
と
は
異
な
り
、
い
ろ
い
ろ
と
注
目
す
べ

き
作
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
紹
介
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
こ
こ
で
は
出
家
者
に
印
刷
の
技
術
を
教
え
、
そ
れ
を
修
得
さ
せ
て
、

佛
教
関
係
の
書
物
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
印
刷
す
る
と
い
う
。
ま
た
外
部
か

ら
の
一
般
の
注
文
に
も
応
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
収
益
は
執
事
の

手
で
管
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
車
の
修
理
作
業
を
す
る
工
場
が
あ
っ
て
、
そ
の
技
術
を
修
得
す
る

た
め
に
溶
接
な
ど
を
し
て
い
る
黄
衣
の
姿
が
み
ら
れ
る
。
在
家
の
技
術
者

に
奉
仕
で
指
導
を
願
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
名
の
指
導
者
に

四
、
五
名
の
出
家
者
が
実
地
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
廃
車
に
な
っ
た
大
型

バ
ス
を
も
ら
い
う
け
て
修
理
再
生
を
し
て
か
ら
、
そ
れ
を
全
国
の
僧
院
に

寄
進
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
我
禽
が
訪
れ
た
と
き
キ
ッ
テ
ィ
ゥ
ッ
ト
ー

長
老
自
ら
も
油
に
ま
み
れ
な
が
ら
修
理
作
業
を
し
て
お
ら
れ
る
最
中
で
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
印
刷
や
車
の
修
理
再
生
は
破
戒
に
は
な
ら
な
い
し
、
佛
教
教
化

の
た
め
の
有
効
な
手
段
を
出
家
者
自
身
が
積
極
的
に
修
得
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
今
日
の
タ
イ
の
若
人
達
に
人
気
の
あ
る
映
画
を
教
化
の
媒
体
と
し

て
有
効
的
に
活
用
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
巡
回
映
画
会
専
用
の
ワ
ゴ
ン

車
を
何
台
も
用
意
し
て
い
る
。
二
本
の
フ
ィ
ル
ム
を
も
っ
て
回
り
そ
の
う

ち
一
本
は
必
ず
佛
教
関
係
の
も
の
を
、
他
の
一
本
は
普
通
の
劇
映
画
で
あ

り
、
こ
れ
ら
を
各
地
で
上
映
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
タ
イ
に
お
い
て
も

今
日
の
若
者
は
近
代
化
社
会
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
、
佛
教
に
接

す
る
機
会
が
少
な
い
の
で
、
そ
の
た
め
の
伝
道
教
化
活
動
で
あ
り
、
映
画

を
積
極
的
に
利
用
し
て
全
国
津
を
浦
為
ま
で
巡
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
同

じ
く
佛
教
専
門
の
番
組
を
放
送
す
る
ラ
ジ
オ
局
を
も
っ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
受
信
可
能
範
囲
は
不
明
で
あ
る
が
、
朝
の
五
時
か
ら
夜
の
十
一

時
ま
で
放
送
す
る
と
い
う
。
佛
教
は
幼
い
う
ち
か
ら
教
え
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
長
老
の
強
い
信
念
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

私
達
は
苑
内
に
五
、
六
十
頭
の
小
牛
が
群
れ
を
な
し
て
い
る
の
で
質
問

し
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
バ
ン
コ
ッ
ク
の
富
裕
な
人
が
お
金
を
寄
進
さ

れ
た
の
で
そ
れ
で
小
牛
を
購
入
し
て
、
し
ば
ら
く
育
て
て
、
貧
し
い
人
交

や
、
欲
し
い
人
友
に
分
与
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
営
事
は
バ
ン
コ
ッ
ク
の
僧
院
か
ら
は
想
像
の
つ
か
ぬ
事
例
で

あ
り
、
戒
律
の
広
い
意
味
で
の
解
釈
と
し
か
考
え
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
出
家
者
と
は
「
常
乞
食
」
で
あ
り
、
生
産
活
動
に
従
事
せ
ぬ
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
二
百
二
十
七
戒
に
抵
触
し
な
い
か
ら
、
佛
教

弘
通
伝
持
の
た
め
の
奉
仕
活
動
と
し
て
転
化
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
苑
内
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
苑
内
に
無
料
病
院
が
開
設
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
僧
苑
が
で
き
る
前
か
ら
こ
の
地
に
あ
っ
た
病
院
で
あ
る

と
い
わ
れ
、
明
年
度
に
は
国
家
に
わ
た
す
が
、
あ
ら
た
め
て
病
院
を
建
設

す
る
予
定
が
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
医
師
も
奉
仕
で
あ
り
、
出
家
者
や

奉
仕
活
動
の
た
め
に
来
て
い
る
苑
内
の
人
灸
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
奉
仕
活
動
の
た
め
に
長
く
滞
在
す
る
人
糞
に
は
必
要
な

日
用
雑
貨
な
ど
が
無
料
で
支
給
さ
れ
る
コ
ー
ナ
ー
や
宿
泊
施
設
も
完
備
し

て
い
る
。

僧
苑
の
裏
手
約
五
十
メ
ー
ト
ル
の
海
上
に
堂
宇
を
建
設
す
る
作
業
が
進
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め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
安
置
す
る
た
め
の
佛
像
を
刻
む
作
業
が
な
さ
れ

て
い
、
た
が
、
サ
ラ
ブ
リ
か
ら
石
を
取
り
よ
せ
て
、
チ
「
－
－
チ
ャ
イ
ー
プ
ラ

ヅ
カ
ン
タ
イ
比
丘
が
一
人
で
人
生
最
後
の
仕
事
と
し
て
完
成
を
め
ざ
し
て

い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
老
比
丘
は
元
タ
イ
キ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン
グ
の

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
人
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
佛
像

に
限
ら
ず
建
物
の
建
設
も
在
家
の
技
術
者
の
指
導
奉
仕
に
加
え
て
、
出
家

者
た
ち
の
破
戒
に
な
ら
ぬ
限
り
で
の
労
力
で
建
設
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
苑
内
に
は
プ
ラ
タ
ム
ナ
ッ
ク
（
冠
ご
色
目
四
日
‐
ロ
鳥
・
尊
崇
す
る
人

の
殿
舎
）
と
呼
ば
れ
る
堂
が
あ
る
。
こ
れ
は
長
老
の
師
匠
で
あ
る
ワ
ッ
ト

・
・
ハ
ク
ナ
ム
の
故
モ
ン
コ
ン
・
テ
ー
プ
ム
ニ
ー
長
老
を
記
念
し
て
供
養
す

る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
祖
師
堂
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
朝
夕
の
勤
行
は
こ
の
堂
で
行
わ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
こ
こ
に
は

各
曜
日
に
礼
拝
す
る
た
め
の
佛
像
も
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
タ

イ
で
は
佛
像
を
鋳
造
し
た
り
す
る
場
合
の
儀
式
は
、
バ
ラ
モ
ン
を
招
い
て

執
行
し
て
も
ら
う
の
が
通
例
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
長
老
自
ら
が
尊
敬
す
る
ワ
ッ
ト
・
ポ
ー
の
長
老
で
あ
っ
た
ワ
ソ
ナ

・
ラ
タ
ナ
比
丘
に
安
居
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
別
荘
を
造
り
は
じ
め
た

が
、
そ
の
途
上
で
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
で
銅
像
を
つ
く
り
安
置
し

て
い
る
建
物
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
自
ら
の
師
匠
・
先
輩
を
崇
敬
し
、
そ
の
伝
統
を
う
け
つ
い
で
、

こ
の
新
し
い
僧
伽
運
動
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
長
老
の
信
念
を
内

外
に
表
明
し
て
い
る
と
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
こ
の
僧
苑
に
は
布
薩
堂
が
な
い
か
ら
、
明
ら
か
に
本
格
的
な
僧

院
（
弓
胃
）
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
解
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
こ
の
比
丘
達

ま
た
こ
れ
だ
け
の
諸
活
動
や
建
築
の
経
費
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と

た
ず
ね
た
ら
、
ま
ず
在
家
者
か
ら
の
財
施
、
ジ
ャ
ン
ク
ブ
リ
ー
と
い
う
と

こ
ろ
の
果
樹
園
が
寄
進
さ
れ
た
の
で
そ
こ
で
の
収
益
、
そ
の
他
破
戒
に
な

ら
ぬ
限
り
で
の
労
働
力
で
ま
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
他
の
僧
院
の
様
に

国
家
か
ら
の
助
成
は
受
け
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
僧
苑
で
は
托
鉢
は
せ

ず
、
厨
房
お
よ
び
食
堂
を
設
け
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
通
常
の
年
間
総

予
算
は
日
本
円
で
約
一
億
円
で
あ
る
と
い
い
、
自
分
達
の
力
で
佛
教
運
動

を
展
開
す
る
た
め
少
欲
知
足
の
生
活
を
し
て
い
る
様
で
あ
る
。
ま
た
別
途

に
五
億
円
を
投
入
す
る
建
設
計
画
も
あ
り
、
堂
宇
等
の
諸
設
備
も
拡
充
し

て
い
く
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
長
い
間
奉
仕
し
て
く
れ
る
技
術
者
な
ど

に
は
気
持
だ
け
の
謝
礼
を
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
十
五
年
足
ら
ず
に
こ
の
様
な
僧
苑
の
諸
設
備
が
独
自
の

路
線
で
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
長
老
の
在
り
方
に
対
す
る
在
家
信
者
の
尊
崇
・
帰
依
の
念
が
如
何

に
厚
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
タ
イ
の
僧
院
は
大
衆
の
悪
鬼
を
お
そ
れ
る
俗
信
で
あ
る
ピ
ィ
ー

（
甸
巨
）
信
仰
の
上
に
存
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
上
に
福
田
思
想
も
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の

状
況
の
中
で
、
キ
ッ
テ
ィ
ウ
ッ
ト
ー
長
老
に
は
何
ら
か
の
危
機
意
識
も
あ

は
布
薩
の
時
に
は
ど
う
す
る
の
か
と
質
問
し
た
。
す
る
と
、
国
道
の
向
い

側
に
ワ
ッ
ト
・
ガ
ヅ
テ
ィ
ン
グ
ラ
ー
ム
と
い
う
僧
院
が
あ
る
の
で
、
そ
こ

に
集
会
し
て
布
薩
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
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る
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
も
佛
教
を
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
教

化
を
積
極
的
に
お
し
出
し
て
い
る
感
が
深
い
。
ス
リ
ラ
ン
カ
・
ラ
オ
ス
・

ベ
ト
ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ビ
ル
マ
等
他
の
南
方
上
座
部
佛
教
国
が
社
会

主
義
化
の
道
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
し
て
教
団
と
国
家
と
の
関
係
も
そ
れ

ぞ
れ
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
超
然
と
し
た
出
家
教
団
的
意
識
だ
け
で
は
大

衆
か
ら
見
離
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
新
し
い
僧
伽
の
運
動
理

念
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
が
第
一
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
自
動
車
の
修
理
技
術
や
印
刷
技
術
の
修
得
も
還
俗
を
前
提
と
し
た

も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
出
家
者
と
し
て
社
会
参
画
の
必
要
性
か
ら

考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
九
ヶ
年
間
は
一
切
の
経
費
を
必
要
と
せ
ず
に

修
学
で
き
る
が
そ
の
条
件
と
し
て
五
ヶ
年
間
は
地
方
の
僧
院
で
教
化
す
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
活
動
的
な
比
丘
が
タ

イ
全
国
二
万
三
千
余
の
僧
院
に
送
り
込
ま
れ
て
新
し
い
僧
院
の
形
態
を
現

出
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
バ
ン
コ

ッ
ク
の
戒
律
に
厳
格
な
長
老
た
ち
か
ら
批
判
を
受
け
は
じ
め
て
い
る
と
聞

く
。
ま
た
学
生
・
知
識
人
の
中
に
も
彼
の
社
会
的
活
動
に
対
し
て
反
発
す

る
む
き
も
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
動
向
を
見
聞
し
な
が
ら
私
は
イ
ン
ド
の
大
乗
佛
教
興
起
の
状

況
を
あ
わ
せ
て
思
い
つ
つ
、
キ
ッ
テ
ィ
ウ
ッ
ト
ー
長
老
の
今
後
の
活
動
に

注
目
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

午
前
十
一
時
、
鐘
の
合
図
で
四
百
名
ほ
ど
の
沙
弥
と
比
丘
が
二
列
に
並

ん
で
食
堂
に
向
う
。
ま
さ
に
壮
観
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
若
き
出
家
者
の
背

を
見
つ
め
な
が
ら
、
出
家
と
は
何
か
、
戒
律
と
は
何
か
、
伝
統
と
は
何
か

を
考
え
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
別
れ
を
告
げ
た
。
（
一
九
八
一
・
十
一
・
三
記
す
）
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