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慶

喜

わ
た
く
し
は
釈
興
然

(
こ
う
ぜ
ん
)
師
の
存
命
中

一
度
も
面
接
の
機
会

に
め
ぐ

ま
れ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
興
然
師

の
遺
弟

の
鳥
家

(と
や
)
仁
度
師

(
の
ち
に
釈
と
改
姓
)
に
う
が
が
つ
た
述
懐
談
、

ま
た

鳥
家
師

と
時
を
同
じ
く
し
て
セ
イ
ロ
ン
島
に
留
学
し
た
わ
が
恩
師
立
花

俊
道
師

の
追
憶
談
、
な
ら
び
に
大
正
八
年
九
月
二
四
日
興
然
師
の
自
坊

三
会
寺

(さ
ん
ね
じ
)
(現
在
の
横
浜
市
港
区
烏
山
町
七
三
〇
番
地
)
に
お
い

て
な
さ
れ
た
、
当
時
内
務
省
嘱
託
野
口
復
堂
氏
の
口
演
筆
記
を
も
と
に

こ
れ
を

つ
ず
る
。

興
然
師
の
生
涯
を
ふ
り
か
え
る
と
き
に
、
そ
の
前
半
は
古
義
真
言
宗

の
僧
侶
と
し
て
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
後
半
は
南
方
仏
教
の
比
丘
と
し

て
の
生
活
で
あ
つ
た
。

興
然
師
は

一
八
四
九

(嘉
永
二
)
年
四
月

一
四
日
午
前

一
一
時
、
当
時

出
雲
国
神
門

(か
む
と
)
郡

(現
在
の
島
根
県
簸
川
郡
)
塩
谷
村
、
農
板
垣

元
助
の
二
男
と
し
て
誕
生
、
母
方
の
姓
は
渡
辺
と
い
つ
た
。
幼
名
に
つ

い
て
は
ま
だ
わ
た
く
し
に
は
わ
か
つ
て
い
な
い
。
将
来

の
調
査
に
ま
ち

た
い
。
興
然
師

の
前
半
生
に
つ
い
て
略
歴
を
の
べ
た
い
が
紙
面
が
限
ら

れ
て
い
る
の
で
省
略
し
て
、
(
一
)
興
然
師

一
〇
歳
の
と
き

一
八
五

八

(安
政
五
)
年
四
月
六
日
出
雲
国
仁
多
郡
横
田
村
岩
屋
寺
に
入
り
、
九
月

七
日
同
寺
持
仏
堂
に
て
師
匠
宣
明
師
に
よ
り
剃
髪
得
度
。
(
二
)
三
四

歳
の
と
き

一
八
八
二

(明
治

一
五
)
年
当
時
神
奈
川
県
橘
樹

(た
ち
ば
な
)

郡
城
郷
村
字
鳥
山

(前
掲
)
三
会
寺
住
職
。
(
三
)
三
八
歳
の
と
き

一
八

八
六

(明
治

一
九
)
年
三
月
大
僧
都
と
な
つ
た

こ
と
の
み
記
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に

一
大
変
革
が
興
然
の
身

の
上
に
お
こ
つ
た
。
そ
れ

は
前
に
の
べ
た
興
然
の
母
方
渡
辺
家
出
身
の
お
じ
で
あ
り
、
師
匠
で
も

あ
つ
た
釈
雲
照
律
師
の
命
に
よ
つ
て
、
イ
ン
ド
に
お
も
む
く
こ
と
と
な

つ
た
か
ら
で
あ
る
。

釈
雲
照
は

一
八
二
七

(文
政
十
)
年
の
生
れ
で
あ
る
か
ら
、

一
八
八
六

(明
治
一
九
)
年
に
は
や
還
暦
に
ち
か
い
老
体
で
あ
つ
た
が
、

イ
ン
ド
に

は
最
近
修
復
さ
れ
た
ブ
ツ
ダ
ガ
ヤ
と
い
う
仏
陀
成
道
の
聖
地
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
さ
る
イ
ン
ド
人

(姓
名
不
詳
)
よ
り
伝
え
き
い
て
、
み
ず
か

ら
ぜ
ひ
と
も
イ
ン
ド
に
渡
り
、
菩
提
樹
下
の
霊
場
を
拝
し
た
い
と
ね
が

つ
た
。
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雲
照
師
は
自
坊
目
白
僧
園
に
か
え
つ
て
、
自
身
イ
ン
ド
に
お
も
む
く

こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
だ
れ
か
自
分
に
か
わ
つ
て
仏
陀
成
道
の
聖
地

を
お
と
ず
れ
、
か
の
地
に
つ
た
わ
る
戒
法
を
研
究
修
行
し
て
く
れ
る
者

は
な
い
か
と
物
色
し
た
。
そ
の
う
ち
に
四
年
前
か
ら
当
時
神
奈
川
県
下

の
三
会
寺
で
住
職
を
し
て
い
る
肉
親
の
甥
、

釈
興
然
を
思

い
あ

た
っ

た
。
雲
照
師
の
相
談
を
う
け
た
興
然
師
は
三
八
歳
で
あ
つ
た
が
、
み
ず

か
ら
も
ね
こ
う
こ
と
で
あ
つ
た
か
ら
、
た
だ
ち
に
応
諾
し
た
。
そ
し
て

前
に
外
遊

の
経
験
の
あ
る
真
宗
僧
侶
の
赤
松
連
城
師
に
渡
航
手
続
き
を

き
き
あ
わ
せ
た
。
興
然
師
は
ま
た
参
考
に
な
る
話
を
き
く
た
め
に
前
に

イ
ン
ド
に
渡
つ
た
こ
と
の
あ
る
北
畠
道
竜
師
を
た
ず
ね
た
が
、
お
り
あ

し
く
不
在
、

そ
れ
よ
り
土
宜

(ど
き
)
法
竜
師
を
訪
問
し
た
。
と
こ
ろ

が
法
竜
師
は
興
然
師
に
す
す
め
て
南
条
文
雄
師

の
指
示
を
仰

が
し
め

た
。南

条

文
雄
師
は

一
八
七
六

(明
治
九
)
年
渡
英

マ
ク
ス
ミ

ュ
ラ
ー
氏
の

も
と
で
梵
語
を
ま
な
び
、

一
八
八
四

(明
治

一
七
)
年
に
は
オ
ク

ス
フ
ォ

ー
ド
で

マ
ス
タ
ー

・
オ
ブ

・
ア
ー
ツ
の
学
位
を
う
け
て
帰
郷
し
た
と
こ

ろ
で
あ

つ
た
。
南
条
文
雄
師
は
興
然
師
の
た
め
に
、
南
に
赴
く
心
得
を

と
き
、
梵
語
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
く
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

機
縁

と
い
う
も
の
は
ふ
し
ぎ
な
も
の
で
、
お
り
し
も
こ
の
頃

一
八
八

○

(明
治

一
三
)
年
に
渡
英
、
留
学
し
て
お
ら
れ
た
有
極
川
宮
威
仁

(
た

け
ひ
と
)
親
王
が
英
国
よ
り
の
帰
途
、

セ
イ
p
ン
島

コ
ロ
ン
ボ
に
た
ち

よ
ら
れ
た
。
当
時

セ
イ
ロ
ン
島
は

一
八

一
五
(
文
化
一
二
)
年
以
来
英
国

の
統
治
下
に
あ
つ
た
か
ら
、
島

の
大
守
は
英
国
人
で
あ
つ
た
が
、
秘
書

官
た
る
土
人
の
マ
ハ
ー
ム
ダ
リ
官
は
、
宮
の

一
行
を
自
邸
に
招
待
し

た
。
こ
の
席
で
随
行
中
の

一
人
林
董

(は
や
し

・
た
だ
す
)
氏
が
立
つ
て

「
わ
が
日
本
国
も
仏
教
国
で
あ
り
ま
す
」
と
の
べ
た
の
で
、
亭
主
役
の

マ
ハ
ー
ム
ダ
リ
官
は
お
ど
ろ
い
た
。
日
清
旦
露

の
戦
争
以
前
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、

こ
の
こ
ろ
ア
ジ
ア
の
東
端
に
日
本
国
が
あ
る
こ
と
を
知
る

者
は
き
わ
め
て
す
く
な
く
、
ま
し
て
そ
の
日
本
国
民
が
セ
イ
ロ
ン
島
の

島
民
た
ち
と
同
じ
く
仏
教
を
信
奉
し
て
い
る
と

い
う
話
に
、
島
民
は
ひ

き
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
親
し
み
を
お
ぼ
え
た
。

マ
ハ
ー
ム
ダ
リ
官
は
そ
の
甥
グ
ナ
ラ
タ
ナ
氏

に
命
じ
、
英
国
か
ら
日

本
に
帰
朝
し
た
南
条
文
雄
師
に
あ
て
て
、
「貴

国
の
僧
侶
で
正
法
研
究
・

修
行
の
た
め
に
セ
イ
ロ
ン
に
来
島
せ
ら
れ
る
方

に
は
わ
た
く
し
ど
も
及

ぶ
か
ぎ
り
の
便
宜
を
は
か
り
ま
し
う
」
と
申
し
送

つ
た
。
興
然
師
は
文

字
ど
お
り
渡
り
に
船
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。

明
治

一
九
年
九
月

一
九
日
外
国
語

の
素
養

の
な
い
興
然
師
た
だ
ひ
と

り
フ
ラ
ン
ス
郵
船
に
の
つ
て
横
浜
港
を
出
発
し
た
。

一
〇
月

一
一
日
セ

イ
ロ
ン
着
、

ス
マ
ナ
テ
ィ
ッ
サ
長
老
に
つ
い
て

パ
ー
リ
語
を
ま
な
び
ま

ず
三
帰
依

・
受
五
戒
文
を
お
そ
わ
つ
た
。
さ
ら
に
南
方
仏
教
に
関
す
る

一
船
的
な
知
識
を
ま
な
び
、
や
が
て
迎
え
る
受
戒

の
準
備
に
早
く
も
三

年
の
歳
月
が
流
れ
た
。

受
戒

の
日
が
来
た
。
故
国
日
本
に
あ
つ
た
頃

か
ら
い
ま
ま
で
保
つ
て

き
た
戒
法
を
悉
く
捨
戒
し
、
俗
人
に
か
え
つ
て
五
戒
を
授
か
り
、

つ
い

グ
ナ

ラ
タ

ナ
釈
興

然

の
南

方
増
団
移
植

の
事
業
 
(
東

元
)

-175-



グ
ナ
ラ
タ
ナ
釈
興
然
の
南
方
増
団
移
植
の
事
業
 (東

元
)

で
仏
舎
利
大
寺
に
詣
で
て
、
こ
こ
よ
り
大
象
に
の
り
、
行
列
美

々
し
く

戒
壇
な
る
総
本
山
カ
ン
デ
ィ
の
マ
ル
ワ
ッ
テ

(花
園
寺
)

に
の
り
こ
ん

だ
。
そ

こ
で
俗
服
を
ぬ
き
、

三
衣
を
ま
と
い
、
沙
弥
と
な
つ
て

一
〇
戒

を
う
け
、

い
よ
い
よ
二
二
七
の
具
足
戒
を
授
け
ら
れ
て
比
丘
と
な
る
受

戒
式
を

お
こ
な
つ
た
。
戒
師
は
ヒ
ッ
カ
ド
ゥ
エ
ー

・
ス

マ
ン
ガ

ラ
管

長
、
仏
法
東
漸
し
て
わ
が
国
に
至
り

一
三
〇
〇
余
年
を
経
た

一
八
九
〇

(明
治
二
三
)
年
六
月
九
日
午
後
七
時

の
こ
と
で
あ
つ
た
。

 
今
は
南
方
仏
教
テ
ー
ラ
・
ワ
ー
ダ

(上
座
部
)
の
比
丘
と
な
り
、

パ
ー

リ
名
を
そ
の
施
主
の
名
に
因
ん
で
グ
ナ
ラ
タ
ナ
と
名
の
る
興
然
師
は
イ

ン
ド
に
わ
た
り
、
ブ

ツ
ダ
ガ
ヤ
の
宝
塔
に
参
詣
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

宝
塔
は
イ
ン
ド
教
徒
の
個
人
的
所
有
物
で
あ
つ
た
。
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘

は
セ
イ

ロ
ン
の
仏
教
篤
信
家
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
居
士
と
相
談
し
て
、
仏
蹟

の
所
有
権
を
仏
教
徒
の
手
に
移
そ
う
と
計
画
し
た
。
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
居

士
の
提
案
に
よ
り
セ
イ
ロ
ン
・
ビ
ル
マ
・
シ
ヤ
ム

・
日
本
か
ら
千
円
ず

つ
出
す

こ
と
に
き
ま
つ
た
。

グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
故
国
の
雲
照
師
と
真
言
宗
管
長
に
あ
て
て
、
こ

の
旨
を
申
し
送

つ
た
。
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
宝
塔
に
参

籠
す
る

こ
と
六
カ
月
ダ
ン
マ
パ
ー

ラ
居
士
と
と
も
に
セ
イ
ロ
ン
に
帰
島

し
た
。

そ
こ
へ
四
谷
の
愛
染
院

の
阿
刀
(
あ
と
う
)
宥
泉
師
が
雲
照
師

の

も
と
か
ら
金
千
円
を
託
さ
れ
て
は
る
ば
る
来
島
し
た
。
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比

丘
は
こ
れ
を
う
け
と
る
と
宥
泉
師
と
と
も
に
イ
ン
ド
に
渡
り
、
ブ

ツ
ダ

ガ
ヤ
の
大
塔
買
収
運
動
を
開
始
し
た
。

そ
の
の
ち
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
仏
陀
入
滅

の
地
と
伝
え
ら
れ
る
ク
シ

ナ
ー
ラ
(現
在
の
カ
シ
ア
)
・
仏
陀
存
命

の
お
り

一
九
夏
を
す
ご
さ
れ
た

舐
園
精
舎

(現
在
の
サ
ヘ
ー
ト
)
の
遺
蹟
を
た
ず
ね
た
。
ブ
ツ
ダ
ガ
ヤ
大

塔

の
買
収
に
つ
い
て
は
志
を
と
げ
る
に
至
ら
ず
、
宥
泉
師
は
カ
ル
カ
ッ

タ
よ
り
日
本

へ
、
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
セ
イ
ロ

ン
に
帰
島
し
た
。

グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は

一
八
九
三

(明
治
二
六
)
年
八
月

一
二
日
セ
イ
ロ

ン
を
出
発
、
帰
朝
の
旅
に
つ
い
た
。
九
日
六
日
横
浜
着
、
市
内
の
増
徳

院
に

一
泊
、
翌
七
日
島
山
の
三
会
寺
に
帰
山
し
た
。

帰
朝
後
の
グ
ナ
ラ
タ
ナ
釈
興
(然
師
は
マ
ハ
ー
カ
ヅ
パ
(大
迦
葉
)
尊
者

よ
り
ア
ー
ナ
ン
ダ
(阿
難
陀
)
長
老
を

へ
て
伝
え
ら
れ
た
戒
法
の
芽
を
い

か
に
も
し
て
わ
が
土
に
移
し
植
え
、
南
方
僧
団
移
植

の
事
業
を
は
た
そ

う
と
努
力
し
た
。
同
年

一
〇
月

一
七
日
グ
ナ
ラ
タ

ナ
比
丘
は
釈
尊
正

風
会
を
設
立
し
、

セ
イ
ロ
ン
留
学
以
来
因
縁
(の
深
い
林
董
氏
を
会
長
と

し
、
国
内
多
数
の
名
士
の
賛
助
を
も
と
め
て
発

足
し
た
。

南
方
増
団
移
植
の
た
め
に
は
前
途
有
望
な
青
年
僧
侶
を
留
学
僧
と
し

て
か
の
地
に
送
る
の
が
先
決
問
題
で
あ
つ
た
。

グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
第

一
期
小
島
戒
宝

・
第
二
期
鳥
家
仁
度

・
工
藤

敬
慎

・
第
三
期
向
山
亮

雲

・
第
四
期
吉
松
快
祐

の
五
師
を
次

々
に
セ
イ

ロ
ン
に
送

つ
た
。
か
く

し
て
興
然
師
の
念
願
は
ほ
ど
な
く
成
就
の
日
を

む
か
え
る
か
に
見
え

た
。興

然
師
は
帰
朝
後
も
南
方
仏
教
の
三
衣
を
ぬ
が
ず
、

三
会
寺
の
本
尊

弥
勒
菩
薩
像
を
わ
き

へ
お
し
や

つ
つ
た
。
「
弥
勒
菩
薩
と
い
う

の
は
グ
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ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
が
セ
イ
ロ
ン
で
ま
な
ん
だ
パ
ー
リ
語
で
い
え
ぱ
メ
ッ
テ

ッ
ヤ
で
あ
り
未
来
に
あ
ら
わ
れ
た
も
う
仏
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
本
堂

の
中
央

に
安
置
す
る
の
は
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
、
な
す
こ
と
す
る
こ
と
す
べ
て
セ
イ
ロ
ン
式
で
押
し
と
お
し
た
。

熱
し
き
つ
た
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
七
年
を
す
ご
し
た
か
の
地
の
(精
舎

の
さ
ま
を
、
そ
の
ま
ま
目
の
前
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
檀
家

の
ひ
と
び
と
を
お
ど
ろ
か
せ
た
。
か
れ
ら
に
は
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
の
ふ

る
ま
い
が
狂
気

の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
グ
ナ
ラ
タ
ナ
釈
興
然
師
が
ま
ね
い
た
誤
解
は
か
か
る
無
識

の

人

々
か
ら
の
み
で
は
な
か
つ
た
。
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
を
南
方
仏
教
国
に

渡
ら
し
め
た
人
、
お
じ
で
あ
り
、
師
で
あ
る
雲
照
律
師
か
ら
も
猛
烈
な

反
撃
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

雲
照
師
は
甥
の
帰
朝
を
ま
ち
わ
び
て
い
た
。
仏
祖
の
地
イ
ン
ド
ま
で

自
身
に
代
つ
て
遠
路
は
る
ば
る
長
年
月
を
要
し
て
旅
し
て
く
れ
た
甥
、

手
に
手
を
と
つ
て
か
の
地
の
僧
団
の
さ
ま
を
聞
か
し
て
も
ら
お
う
と
た

の
し
ん
で
い
た
。
雲
照
師
は
い
か
な
る
高
位
顕
官
の
客
に
対
し
て
も
、

自
分
を

三
拝
せ
よ
と
求
め
る
の
を
常
と
し
た
人
で
あ
る
。
甥
の
帰
朝
を

耳
に
し
た
雲
照
師
の
瞳
に
は
、
待
た
れ
る
愛
弟
子
の
興
然
が
礼
拝
す
る

さ
ま
が

い
く
た
び
も
見
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
事
実
は
そ
れ
を

裏
切

つ
た
。
雲
照
師
が
待
ち
に
待
つ
た
鯉
ハ然
師
は
、
い
や
グ
ナ
ラ
タ
ナ

比
丘
は
、
お
じ
雲
照
律
師
に
対
し
て
三
拝
を
お
こ
な
わ
な
か
つ
た
。

グ
ナ

ラ
タ
ナ
比
丘
と
し
て
は

「
な
る
ほ
ど
雲
照
律
師
は
わ
が
師
匠
で

あ
つ
た
に
ち
が
い
は
な
い
。
し
か
し
自
分
は
セ
イ
ロ
ン
で
受
戒
す
る
と

き
、
そ
れ
ま
で
に
受
持
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
戒
法
,
 
を
捨
戒
し
、
あ
ら
た

に
釈
尊
よ
り
直
伝

の
戒
律
(を
さ
ず
か
つ
た
身
で
あ
る
。
今
で
は
雲
照
師

は
師
匠
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
釈
迦
牟
尼
如
来
よ
り
系

統
正
し
く
伝
え
ら
れ
た
比
丘
戒
を
護
持
す
る
自
分
に
対
し
て
、
雲
照
師

こ
そ
三
拝
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
反
問
し
た
。

衝
突
は
肉
食
問
題
そ
の
他
食
事

の
作
法
に
つ
い
て
も
お
こ
つ
た
。
い

ろ
い
ろ
な
点
で
両
師
は
対
立
し
た
。
雲
照
師
は
南
か
ら
帰

つ
た
わ
が
甥

の
た
か
ぶ
つ
た
心
を
く
じ
こ
う
と
し
た
。
興
然
師
に
は
そ
れ
が
無
意
味

に
見
え
た
。
戒
律

の
用
語
に
つ
い
て
グ
ナ
ラ
タ

ナ
比
丘
は

「如
来

の
用

い
ら
れ
た
パ
ー
リ
語
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
断
言
し
た
。
雲
照
師

は

「
そ
ん
な
パ
ー
リ
語
な
ど
必
要
は
な
い
。
日
本
国
に
は
日
本
語
が
あ

る
。
戒
律
は
日
本
語
で
結
構
で
あ
る
。
」
と
い
い
か
え
し
た
。
グ
ナ
ラ

タ
ナ
比
丘
は

「
あ
な
た
が
日
本
語
と
い
わ
れ
る

の
は
、
実
は
外
国
語
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
わ
た
く
し
た
ち
は
外
国
語
に
翻
訳
せ
ら
れ
た
戒
法

で
は
な
く
、
如
来

の
お
こ
と
ば
そ
の
ま
ま
の
パ
ー
リ
語

の
戒
法
に
よ
ら

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
論
駁
し
た
。
信
じ
あ
つ
た
同
志
の
衝
突
だ
け
に

は
げ
し
い
と
き
よ
う
も
な
い
も
つ
れ
で
あ
る
。

ま
た
法
類
や
同
輩
は
い
う
。
「
日
本
国
は
大
乗
相
応
の
地

で
あ

る
。

こ
の
大
乗
仏
教

の
国
土
に
今
更
ら
し
く
未
開

な
南

の
国
か
ら
小
乗
仏
教

な
ど
持
ち
こ
ん
で
き
て
ど
う
す
る

つ
も
り
だ
。

お
ま
え
の
住
ん
で
い
る

寺
は
何
宗
だ
。
真
言
宗
で
は
な
い
か
。
弘
法
大
師
は
わ
が
国
を
よ
り
よ

グ
ナ

ラ
タ

ナ
釈
興
然

の
南
方
増
団
移
植

の
事
業
 
(
東

元
)
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く
成
長
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
当
時
の
日
本
国

の
地
理

・
歴
史
の
条
件

に
よ
く
適
す
る
形
を
え
ら
び
、
釈
尊
の
教
法
の
真
意
を
く
ん
で
、
真
言

密
教
を
お
こ
し
な
さ
つ
た
の
だ
。
そ
れ
だ
の
に
、
生
活
も
風
俗
も
異
な

る
南
方

の
仏
教
を
そ
の
ま
ま
直
輸
入
し
よ
う
な
ん
て
愚
に
も

つ
か
な
い

こ
と
だ
。
」

檀
家

・
師
匠

・
法
類

の
攻
撃

の
な
か
で
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
南
よ
り

の
た
よ
り
を

の
み
ま
つ
た
。
し
か
し
南
よ
り
の
消
息
は
比
丘
の
眉
を
ひ

そ
ま
せ
た
。

埼
玉
県
の
人
グ
ナ
ア
ー
ナ
ン
ダ
エ
藤
敬
慎
師
は
セ
イ
ロ
ン
語
で
土
民

に
説
教
す
る
ほ
ど
語
学
の
才
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
が
、

マ
ー
タ
ラ
と
い

う
地
で
胸
を
や
ん
で
、
容
態
悪
化
、
息
を
ひ
き
と
つ
た
。

山
梨
県
の
人

ス
グ
ナ
向
山
亮
雲
師
は
還
俗
帰
朝
、
日
露
戦
争
に
応
召

し
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
比
丘
と
し
て
帰
朝
し
た

コ
ン
ダ

ン

ニ
ヤ
小
島
戒
宝

は
、
孤

独
な
生
立
ち
の
人
で
春
属
を
求
め
る
心
た
ち
が
た
く
、
黄
衣
を

ぬ
い
で
真
言
宗
の
僧
侶
と
な
つ
た
。

グ
ナ

ラ
タ
ナ
比
丘
の
僧
団
移
植
の
事
業
は
外
部
よ
り

の
さ
ま
た
げ
を

う
け
る
ば
か
り
か
、
内
部
か
ら
く
ず
れ
か
け
た
。
と
は
い
え
、
南
の
た

よ
り
と

て
悲
し
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
つ
た
。

グ
ナ

ラ
タ
ナ
比
丘
が
日
本
で
唯

一
人
の
南
方
仏
教
を
奉
持
す
る
仏
僧

で
あ
る
と
聞
い
た
シ
ャ
ム
国
公
使
ピ
ヤ
ナ
リ
ン
氏
は
同
国
に
師
を
迎
え

よ
う
と
し
て
、
懇
請
し
た
。
こ
れ
に
応
諾
し
た
グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
五

十
九
歳
、

一
九
〇
七

(明
治
四
〇
)
年

一
〇
月
和
田
慶
本
沙
弥
を
従
え
て

出
発
、

お
り
か
ら
セ
イ
ロ
ン
よ
り
帰
朝
す
る

ソ
ー
ビ
タ
島
家
仁
度

・
ア

ー
ナ
ン
ダ
吉
松
快
祐
の
両
師
と
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
で
出
会
つ
て
、
と
も
に

シ
ャ
ム
国
に
赴
い
た
。
三
人
の
比
丘
と

一
人

の
沙
弥
、

一
行
四
人
の
シ

ャ
ム
国
に
お
け
る

一
年
間
の
滞
在
は
よ
ろ
こ
び
に
み
ち
て
い
た
。

翌

一
九
〇
八

(明
治
四
一
)
年

一
一
月
、
グ

ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
か
の
地

に
雨
安
居
を
終
え
て
、
各
寺
院
よ
り
贈
ら
れ
た
五
〇
余
体

の
仏
像
、

シ

ャ
ム
文
字
の
三
蔵
そ
の
他
を
た
ず
さ
え
帰
朝
し
た
。
そ
の
仏
像
は
仏
陀

の
三
二
相
に
因
ん
で
神
奈
川
県
下

の
橘
樹

・
都
築

・
鎌
倉

の
三
郡
に
ま

た
が
る
三
二
箇
寺
に
安
置
さ
れ
た
。

グ
ナ
ラ
タ
ナ
比
丘
は
シ
ャ
ム
国
よ
り
迎
え
た
二
体
の
大
釈
迦
如
来
像

を
安
置
す
る

「
釈
王
殿
」
を
建
立
し
南
方
仏
教
僧
団
移
植
の
拠
点
と
す

る
考
え
で
あ
つ
た
。

伊
東
忠
太
博
士
を
煩
わ
し
て
釈
王
殿
の
設
計
が
で
き
た
。
い
よ
い
よ

着
工
す
る
手
筈
に
な
つ
て
寄
附
金
を
募
集
し
た
。
し
か
る
に
老
齢
七
六

歳
の
グ
ナ
ラ
タ
ナ
釈
興
然
師
は

一
九
二
四

(大
正
一
三
)
年
三
月

一
五
日

遷
化
せ
ら
れ
た
。
釈
王
殿
建
立
の
敷
地
に
あ

て
ら
れ
た
丘
、
西
蔵
院
山

を
西
に
の
ぞ
む
場
所
に
興
然
師

の
遺
骨
は
埋
め
ら
れ
た
。

時
は
流
れ
た
。
南
方
僧
団

の
貴
重
な
芳
生

の
ひ
と
つ
、
吉
松
快
祐
師

は
他
界
し
た
。
向
山
亮
雲
師
残
し
釈
仁
度
が

(鳥
家
を
改
姓
)
三
会
寺
住

職
と
な
つ
た
が
や
が
て
遷
化
、
現
在
て
は
仁
度
師

の
弟
子
安
藤
仁
雲
と

い
う
真
言
宗
の
僧
侶
が
あ
と
を
つ
い
で
い
る
。
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