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久
米
邦
武
の
仏
教
観

―
― 

ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
寺
院
訪
問
を
中
心
に 

―
―

西

田

み
ど
り

一　

は
じ
め
に

 

岩
倉
使
節
団
の
公
式
報
告
で
あ
る
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』（
以
下
、
実
記
）
を
執
筆
し
た
久
米
邦
武
（
一
八
三
九
～

一
九
三
一
）は
、全
百
巻（
本
に
し
て
五
冊
）に
及
ぶ
長
大
な
こ
の
報
告
の
中
に
不
思
議
な
一
節
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
錫
蘭
島（
現

ス
リ
ラ
ン
カ
＝
本
稿
で
は
以
後
ス
リ
ラ
ン
カ
を
使
用
す
る
＝
）
訪
問
時
の
記
述
で
あ
る
。
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
記
録
は

「
米
欧
」、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
察
報
告
で
あ
る
。
岩
倉
使
節
団
の
目
的
は
、
米
欧
の
発
達
し
た
文
明
を
吸
収
し
、
植
民

地
支
配
さ
れ
な
い
近
代
国
家
を
建
設
す
る
た
め
の
情
報
収
集
で
あ
っ
た

（
１
）

。
当
時
の
日
本
が
何
よ
り
懸
念
し
て
い
た
の
は
植
民
地
支
配
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
奪
国
論
は
根
強
く
、
岩
倉
具
視
は
特
に
そ
の
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た

（
２
）

。
そ
ん
な
中
で
久
米
に
課
さ
れ
た
使

命
が
、「
宗
教
取
調
べ
掛
り
」
で
あ
る
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
ア
メ
リ
カ
号
が
横
浜
港
を
出
発
し
て
最
初
の
訪
問
地
ア
メ
リ
カ
へ
向

か
う
船
の
中
で
、
突
然
命
じ
ら
れ
た
。
久
米
は
こ
の
役
割
に
つ
い
て
後
年
「
ど
う
も
宗
教
は
実
は
迷
惑
な
事
と
思
ふ
た
け
れ
ど
も
仕
方
が

無
い

（
３
）

」
と
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を
吐
露
し
て
い
る
。
当
時
の
久
米
は
宗
教
を
「
淫
祠
」
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ

ス
ト
教
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
神
道
や
仏
教
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
岩
倉
の
よ
う
に
、
神
道
を
西
洋
で
の
キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ

一
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る
も
の
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
。
岩
倉
は
「
皇
漢
学
者
」
に
こ
だ
わ
っ
て
久
米
を
選
ん
だ
わ
け
だ
が
、
久
米
自
身
は
神
道
家
で
は
な
く
無

宗
教
で
あ
り
、
む
し
ろ
宗
教
嫌
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
久
米
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
上
陸
し
た
と
き
、
二
つ
の
仏
教
寺
院
を
視
察
し
、
そ
の
訪

問
で
見
た
こ
と
を
実
記
に
記
述
し
て
い
る
。

こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
つ
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
「
宗
教
取
調
べ
掛
り
」
と
し
て
視
察
を
し
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
そ

れ
を
実
記
に
書
い
て
い
る
こ
と
だ
。

ス
リ
ラ
ン
カ
は
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
り
、
日
本
の
モ
デ
ル
と
な
る
国
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
一
五
〇
五
年
以
来
、

植
民
地
支
配
さ
れ
続
け
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
宗
教
取
調
べ
掛
り
の
仕
事
は
先
進
国
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
観
察
し
て
近
代
化
の

参
考
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
は
先
進
国
で
は
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
植
民
地
で
あ
っ
た
。
二
重
の
意
味
で
日
本
の
近
代
化
に

は
参
考
に
な
ら
な
い
国
だ
っ
た
。

も
う
一
つ
の
疑
問
は
実
記
に
仏
教
寺
院
訪
問
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
だ
。
確
か
に
視
察
自
体
は
行
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
い
う

点
は
あ
る
。
し
か
し
記
録
と
な
る
と
参
考
に
な
る
か
否
か
が
判
断
基
準
に
な
る
。
住
民
は
無
欲
で
淡
泊
な
生
活
を
し
て
い
る
、
僧
侶
は
そ

れ
以
上
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
近
代
化
を
目
指
し
て
い
た
日
本
の
参
考
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
久
米
は
記
録
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
ス
リ
ラ
ン
カ
訪
問
は
久
米
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
求
め
て
、
二
〇
一
三
年
八
月
、
ス
リ
ラ
ン
カ
を
訪
問

し
て
久
米
の
足
跡
を
た
ど
っ
た
。
そ
の
ご
報
告
を
し
な
が
ら
こ
の
問
い
を
追
究
し
て
い
き
た
い
。
が
、
そ
の
前
に
、
久
米
が
「
西
洋
」
と

の
比
較
の
基
盤
と
し
て
頻
出
さ
せ
る
「
東
洋
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
。

二
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二　

久
米
に
と
っ
て
の
ふ
た
つ
の
「
東
洋
」

二
・
一
　
久
米
の
「
東
洋
」
―
― 

幕
末
佐
賀
藩
の
科
学
技
術
導
入

久
米
の
比
較
の
視
点
に
は
瞠
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
随
所
に
あ
る
。
特
に
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
明
治
五
、

六
年
の
時
点
で
こ
ん
な
視
点
で
観
察
で
き
た
の
か
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
ガ
ラ
シ
ー
ル
ス
」の
羅
紗
製
造
工
場
を
視
察
し
た
と
き
、

蒸
気
機
関
で
動
く
い
く
つ
も
の
機
械
に
よ
っ
て
羊
毛
が
布
へ
と
織
ら
れ
て
い
く
機
械
化
し
た
工
程
を
見
て
、
機
織
り
機
を
使
っ
て
い
る
国

か
ら
来
た
久
米
が
、
こ
の
よ
う
な
機
械
化
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
、
能
力
の
差
で
は
な
く
生
き
る
価
値
観
が
異
な
る
か
ら
機
械
化
が
進

ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
五
〇
年
も
す
れ
ば
日
本
も
こ
う
な
っ
て
い
る
、
と
言
い
切
る
。

ま
た
、
こ
ん
な
記
述
も
あ
る
。

「
東
洋
西
洋
ハ
開
化
ノ
進
路
ニ
於
テ
、
已
ニ
甚
タ
シ
キ
隔
絶
ヲ
シ
タ
ル
ニ
似
タ
レ
ト
モ
、
其
実
ハ
、
最
モ
開
ケ
タ
ル
英
仏
ニ
テ
モ
、
コ

ノ
盛
ヲ
致
セ
ル
ハ
、
僅
ニ
五
十
年
来
ノ
コ
ト
ニ
ス
キ
ス
、
世
界
ニ
、
開
化
ニ
後
レ
タ
ル
国
ハ
猶
夥
多
シ
ク

（
４
）

、
…
…
」

東
洋
と
西
洋
を
比
較
す
る
と
近
代
化
に
お
い
て
大
変
な
隔
絶
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
そ
の
実
は
、
最
も
近
代

化
が
進
ん
で
い
る
英
仏
に
し
て
も
、
近
代
化
に
よ
る
繁
栄
は
こ
こ
五
〇
年
来
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
世
界
に
は
近
代
化
が
後
れ
て
い
る
国
が

も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
る
、
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
。

久
米
の
言
う
「
東
洋
」
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
初
期
、
幕
藩
体
制
か
ら
中
央
集
権
に
移
行
し
た
ば
か
り
の
日
本
に
は
ま
だ

共
通
し
た
「
日
本
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
で
き
て
い
な
い
。
明
治
政
府
内
部
も
藩
単
位
で
の
勢
力
関
係
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
当
時

の
ア
ジ
ア
情
勢
か
ら
考
え
て
、
ア
ジ
ア
を
実
記
で
い
う
「
東
洋
」
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

こ
の
「
東
洋
」
が
幕
末
佐
賀
藩
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
久
米
の
比
較
の
見
方
の
理
由
が
解
明
で
き
る
。
佐
賀
藩
き
っ
て
の
秀
才
で
あ
っ

た
久
米
は
、先
進
的
な
藩
主
・
鍋
島
直
正
の
近
侍
と
し
て
、直
正
の
西
洋
の
科
学
技
術
導
入
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

幕
末
佐
賀
藩
を
基
準
と
す
れ
ば
、
強
気
と
も
見
え
る
久
米
の
比
較
記
述
は
実
は
論
拠
の
あ
る
観
察
に
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

三
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直
正
は
、
西
洋
の
科
学
技
術
導
入
を
、
精
煉
方
と
い
う
理
化
学
研
究
所
を
設
立
し
て
、
そ
こ
で
研
究
に
当
た
る
人
材
を
藩
外
か
ら
ヘ
ッ

ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
し
て
く
る
と
い
う
方
法
で
推
し
進
め
て
い
る
。
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
任
に
当
た
っ
た
の
は
、
日
本
赤
十
字
社
を
設

立
し
た
佐
賀
藩
士
・
佐
野
常
民
で
あ
る
。
佐
野
は
嘉
永
四
年 

（
一
八
五
一
）、
伊
東
玄
朴
の
象
先
堂
を
退
塾
し
て
帰
藩
す
る
途
中
、
京
都

で
四
人
の
科
学
者
に
出
会
い
、
佐
賀
藩
に
連
れ
帰
っ
て
い
る
。『
佐
賀
藩
海
軍
史
』
に
は
こ
の
経
緯
が
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

「
江
戸
留
學
中
大
患
に
罹
り
（
嘉
永
四
年
）
姑
く
病
後
の
身
を
休
養
し
次
て
長
崎
に
轉
遊
す
其
途
中
京
都
に
過
く
時
蘭
學
化
學
器
械
等

を
以
て
有
名
な
る
中
村
奇
輔
其
他
三
名
を
誘
ひ
佐
賀
に
歸
着
し
之
を
閑
叟
公
に
薦
む

（
５
）

」

京
都
で
、
蘭
学
に
長
け
、
化
学
、
機
械
工
学
の
研
究
者
と
し
て
有
名
な
中
村
奇
輔
、
ほ
か
三
名
を
佐
賀
藩
で
仕
事
し
な
い
か
と
誘
っ
て

連
れ
帰
り
、
直
正
に
登
用
を
勧
め
た
。
直
正
は
佐
野
の
推
薦
に
す
ぐ
に
応
じ
た
と
い
う
の
だ
。

「
公
、
化
學
者
中
村
奇
輔
西
洋
器
械
師
田
中
久
重
、
同
儀
右
衛
門
蘭
学
者
石
黒
寛
次
等
諸
氏
を
採
用
し
て
悉
く
藩
籍
に
列
せ
ら
れ
精
煉

局
を
創
立
し
て
之
に
精
煉
方
を
命
せ
ら
る
此
に
於
て
蒸
汽
船
蒸
汽
車
等
の
雛
形
を
製
し
て
之
を
此
事
業
の
略
々
緒
に
就
く
を
見
て
長
崎
に

到
る

（
６
）

」。
直
正
は
四
人
を
採
用
し
て
藩
籍
に
列
し
、
精
煉
局
を
創
立
し
て
迎
え
入
れ
た
。
こ
こ
で
「
蒸
汽
船
蒸
汽
車
」
な
ど
の
雛
形
、
つ
ま
り
ミ

ニ
チ
ュ
ア
版
を
造
ら
せ
た
り
し
た
。
佐
野
自
身
は
こ
う
し
た
事
業
が
緒
に
つ
く
の
を
見
届
け
て
か
ら
長
崎
に
行
き
家
塾
を
開
い
た
、と
い
う
。

四
人
の
科
学
者
の
中
に
「
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
」
の
名
で
知
ら
れ
る
田
中
儀
右
衛
門
久
重
も
入
っ
て
い
る
。
引
用
し
た
「
西
洋
器
械
師

田
中
久
重
」
が
「
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
」
の
こ
と
で
、
続
く
「
同
儀
右
衛
門
」
と
は
養
子
の
二
代
目
田
中
儀
右
衛
門
を
指
す
。
親
子
で
招

聘
さ
れ
精
煉
方
で
は
久
重
の
片
腕
と
し
て
力
を
発
揮
し
た
。

直
正
は
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
を
一
代
武
士
と
し
て
取
り
立
て
る
と
、「
蒸
汽
船
」
や
「
蒸
汽
車
」
等
の
雛
形
製
造
を
経
た
の
ち
蒸
気
船

を
建
造
さ
せ
て
い
る
。
蒸
気
船
建
造
に
着
手
し
た
の
が
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、
竣
工
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
七
）
で
あ
る
。
わ
ず
か

四
年
で
完
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
佐
賀
藩
海
軍
史
』
に
は
「
慶
應
元
年
三
重
津
製
造
所
に
て
竣
工
、
本
邦
に
於
て
製
造
せ
し
最
初

の
蒸
汽
船
な
り
藩
公
近
海
御
召
船

（
７
）

」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
直
正
が
竣
工
し
た
ば
か
り
の
蒸
気
船
・
凌
風
丸
に
乗
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
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幕
末
に
藩
自
前
の
軍
艦
を
建
造
し
た
の
は
四
つ
の
藩
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
儀
右
衛
門
と
と
も
に
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
き
た
化
学
者
の
中
村
奇
輔
は
電
信
機
を
実
用
化
し
て
い
る
し
、
や
は
り
佐

野
に
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
石
黒
寛
次
は
佐
賀
藩
が
購
入
し
て
い
た
膨
大
な
洋
書
の
翻
訳
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
。
石
黒
が

翻
訳
し
た
も
の
は
現
在
「
精
煉
方
研
究
調
書
原
本
訳
書
」
と
し
て
佐
賀
県
立
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
経
緯
を
久
米
は
間
近
で
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
追
い
つ
く
の
は
五
〇
年
と
い
う
見
解
は
、
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
が
、
蒸
気
船

建
造
を
、
精
煉
方
に
入
っ
た
嘉
永
四
年
か
ら
数
え
て
も
慶
応
元
年
ま
で
の
わ
ず
か
一
六
年
間
で
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
遠
慮
し

た
見
積
も
り
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
あ
る
。
久
米
は
皇
漢
学
者
の
視
点
で
佐
賀
藩
の
「
近
代
化
」
を
見
て
い
た
。
実
記
に
お
け
る
「
東

洋
」
の
基
盤
に
は
、
久
米
の
国
学
と
漢
学
の
学
識
と
、
佐
賀
藩
の
科
学
技
術
受
容
過
程
の
観
察
が
深
く
関
係
し
て
い
る
。

二
・
二
　
久
米
の
「
東
洋
」
―
―
ス
リ
ラ
ン
カ
体
験

さ
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
久
米
の
見
方
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
た
い
の
が
ス
リ
ラ
ン
カ
体
験
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
久
米
の
ス
リ
ラ
ン

カ
で
の
行
動
は
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
久
米
の
仏
教
観
は
出
発
前
と
以
後
で
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
の

が
ス
リ
ラ
ン
カ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

実
記
で
は
「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
の
比
較
と
し
て
以
下
の
六
点
を
挙
げ
て
い
る

（
８
）

。
前
者
が
「
西
洋
」、
後
者
が
「
東
洋
」
で
あ
る
。

①
有
形
と
無
形

②
済
生
の
道
と
高
尚
な
理
論

③
理
系
の
学
問
と
文
系
の
学
問

④
起
業
と
哲
学
研
究

⑤
〈
科
学
技
術
で
便
利
な
生
活
を
〉
と
〈
科
学
技
術
は
贅
沢
を
生
む
邪
な
も
の
〉

⑥
日
常
生
活
に
利
便
性
を
求
め
る
・
求
め
な
い
。

五
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久
米
は
こ
れ
が
科
学
技
術
を
日
常
の
利
便
性
に
特
化
し
て
発
達
さ
せ
る
か
、
反
対
に
む
し
ろ
不
便
さ
の
中
に
暮
ら
す
か
の
分
か
れ
目
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
六
点
の
中
の
、
①
有
形
と
無
形
、
②
済
生
の
道
と
高
尚
な
理
論
、
⑥
日
常
生
活
に
利
便
性
を
求
め
る
・
求
め

な
い
の
「
東
洋
」
は
、
幕
末
佐
賀
藩
よ
り
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
人
々
の
生
き
方
に
近
い
。
前
章
で
ご
紹
介
し
た
久
米
の
強
気
の
見
方
を
支
え

た
の
は
佐
賀
藩
の
科
学
技
術
力
で
あ
る
が
、
東
洋
の
精
神
性
と
な
る
と
佐
賀
藩
よ
り
ス
リ
ラ
ン
カ
で
見
た
も
の
の
影
響
を
考
え
た
ほ
う
が

し
っ
く
り
く
る
。
滞
在
は
わ
ず
か
三
日
間
で
あ
っ
た
が
、
一
年
八
カ
月
の
米
欧
視
察
の
の
ち
、
無
欲
恬
淡
の
中
で
穏
や
か
に
暮
ら
す
人
々

を
見
た
衝
撃
は
心
に
残
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
に
久
米
の
足
跡
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
で
、
久
米
の
心
の
変
化
に
寄
り
添
い
た
い
。
辿
り
た
い
主
た
る
も
の
は
教
会

と
寺
院
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
は
仏
教
国
で
あ
る
か
ら
、
寺
院
は
一
四
〇
年
前
の
も
の
で
も
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
支

配
は
一
九
四
八
年
ま
で
続
い
て
い
た
か
ら
教
会
も
そ
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
そ
の
予
想
の
下
に
久
米
が
歩
い
た
ゴ
ー
ル
市
街
と
そ
の
周
辺
を

視
察
し
た
。
実
記
で
の
記
述
を
紹
介
し
つ
つ
、
比
較
し
な
が
ら
報
告
し
た
い
。

三　

ス
リ
ラ
ン
カ
に
久
米
の
足
跡
を
辿
る　

三
・
一
　
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
、
仏
教
が
共
存

久
米
の
ス
リ
ラ
ン
カ
滞
在
は
明
治
六
年
八
月
九
日
か
ら
一
一
日
ま
で
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
港
に
着
い
た
の
は
午
後
三
時
だ
っ
た
。
実
記
の

ス
リ
ラ
ン
カ
訪
問
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

「
九
日
、晴
、午
後
三
時
ニ
錫
蘭
島
ノ
『
ポ
イ
ン
ト
、デ
、ゴ
ー
ル
』
港
ニ
著
シ
、錨
ヲ
イ
レ
、即
チ
上
陸
シ
テ
『
ホ
テ
ル
、オ
リ
エ
ン
タ
ル
』

ニ
宿
ヲ
定
メ
、
馬
車
ニ
テ
『
チ
ヤ
イ
ナ
ガ
ー
デ
ン
』
ノ
浮
屠
『
ア
ト
ミ
タ
ミ
ヒ
ァ
ー
ル
』
寺
、『
ボ
ー
カ
ハ
バ
ッ
ト
』
伽
藍
二
至
リ
、
帰

路
ニ
近
郊
ヲ
散
駆
ス

（
９
）

」
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午
後
三
時
に
ゴ
ー
ル
港
に
着
き
、
ホ
テ
ル
オ
リ
エ
ン
タ
ル
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
す
る
と
、
馬
車
で
「
チ
ヤ
イ
ナ
ガ
ー
デ
ン
」
に
あ
る
二
つ

の
寺
院
を
訪
ね
た
と
い
う
。「
チ
ヤ
イ
ナ
ガ
ー
デ
ン
」
に
つ
い
て
現
地
で
調
べ
る
と
、
ガ
ー
デ
ン
と
は
農
場
を
指
し
当
時
中
国
人
が
一
帯

で
農
業
を
営
ん
で
い
た
の
で
そ
う
呼
称
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
は
「
チ
ヤ
イ
ナ
ガ
ー
デ
ン
」
と
呼
ば
れ

る
地
域
は
な
く
、
た
だ
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
。
幹
線
道
路
か
ら
脇
道
に
そ
れ
る
と
家
や
商
店
が
立
ち
並

ん
で
お
り
、
は
っ
き
り
し
た
区
域
で
は
な
い
が
、
そ
の
あ
た
り
が
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
恐
ら
く
当
時
の
名
残
な

の
で
あ
ろ
う
。

午
後
三
時
に
ゴ
ー
ル
港
に
着
き
、ホ
テ
ル
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
し
た
の
ち
に
出
発
し
て
帰
路
に
近
郊
を
散
歩
で
き
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、

仏
教
寺
院
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
手
が
か
り
は
「
ア
ト
ミ
タ
ミ
ヒ
ァ
ー
ル
」
寺
、「
ボ
ー
カ
ハ
バ
ッ
ト
」
伽
藍
で
あ
る
。

実
記
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
な
の
だ
が
、
久
米
は
現
地
で
聴
い
た
音
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
外
国
の
地
名
や
事
物
を
書
く
。
し
た
が
っ
て
、

今
の
私
た
ち
に
は
発
音
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
た
言
葉
が
何
な
の
か
、
突
き
止
め
る
の
は
難
し
い
。

ゴ
ー
ル
近
郊
で
午
後
三
時
か
ら
行
け
る
寺
院
、
が
目
安
で
あ
る
。
名
称
は
こ
の
音
に
近
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
実
記
の
現
代
語
訳
を
行
っ
た
水
澤
周
氏
が
「
ア
タ
パ
ト
ゥ
・
ヴ
ィ
ハ
ラ
寺
院
」「
ボ
ナ
ヴ
ィ
ス
タ
寺
院
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
カ
タ

カ
ナ
表
記
も
参
考
に
し
な
が
ら
久
米
の
訪
ね
た
寺
を
探
し
た
。
最
も
信
頼
性
の
あ
る
一
致
は
言
う
ま
で
も
な
く
ご
本
尊
で
あ
る
。　

ま
ず
ゴ
ー
ル
市
街
地
の
宗
教
関
連
の
建
物
や
行
事
を
久
米
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
此
比
ハ
仏
教
盂
蘭
盆
会
ノ
期
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
ヤ
、海
岸
ニ
椰
ニ
テ
、施
餓
鬼
棚
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
作
リ
タ
ル
ヲ
ミ
ル
、欧
洲
ヲ
離
レ
テ
ヨ
リ
、

回
教
ノ
地
ヲ
ス
キ
、
又
此
ニ
来
レ
ハ
、
土
人
ニ
種
種
ノ
風
俗
教
習
ヲ
ミ
ル
、
益
世
界
ノ
奇
ヲ
覚
フ
ナ
リ）

（（
（

」

盂
蘭
盆
会
の
時
期
な
の
で
海
岸
に
施
餓
鬼
の
棚
を
作
っ
て
い
た
の
を
見
た
と
い
う
。
船
が
港
に
着
い
た
と
き
の
観
察
で
あ
る
。
そ
れ
に

続
い
て
、
行
く
先
々
で
宗
教
的
な
行
事
に
出
会
い
世
界
は
不
思
議
だ
と
思
っ
た
と
感
想
が
書
か
れ
て
い
る
。
日
本
を
発
っ
た
と
き
、
宗
教

は
淫
祠
だ
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
た
だ
淡
々
と
受
容
し
て
い
る
の
は
、
久
米
の
見
方
が
変
わ
っ
た
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
。

「
英
吉
利
宗
ノ
寺
ア
リ
、
蘇
格
風
ノ
造
営
ニ
テ
、
頗
ル
美
観
タ
リ
、
道
路
ハ
甃
石
ナ
シ
ト
雖
モ
、
修
掃
ヨ
ク
至
ル
、（
中
略
）、
又
回
教

七
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ノ
寺
モ
ア
リ
、
仏
教
ノ
寺
ヲ
ミ
サ
レ
ト
モ
、
此
地
ノ
大
半
ノ
民
ハ
仏
教
ノ
民
ナ
リ）

（（
（

」

こ
の
記
述
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
教
会
と
回
教
寺
院
と
仏
教
寺
院
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
を
久
米
が
書
い
て
い
る
こ
と
だ
。
一

般
的
に
、
書
か
れ
る
の
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
、
当
た
り
前
の
こ
と
は
書
か
れ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
禁
止
さ
れ
、
信
仰
す
る
と
投
獄
さ

れ
る
日
本
か
ら
来
た
久
米
に
と
っ
て
、
三
つ
の
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
禁
止
も
さ
れ
ず
に
存
在
を
し
て
い
る
の
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。　

し
か
も
、
大
半
の
人
々
が
仏
教
徒
で
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
不
思
議
で
あ
っ
た
ろ
う
。
植
民
地
で
あ
っ
て
も
、
現
地
の
宗

教
を
無
理
や
り
改
宗
さ
せ
て
い
な
い
。

久
米
は
現
地
の
人
に
、
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を
な
げ
か
け
て
い
る
。

「
巡
回
途
上
ニ
テ
試
ミ
ニ
土
人
ニ
問
フ
、
現
今
ハ
欧
洲
ノ
属
地
ト
ナ
リ
、『
ゴ
ー
ル
』
ニ
基
督
教
ノ
寺
モ
多
ケ
レ
ハ
、
何
ヲ
以
テ
彼
教
ニ

変
宗
セ
サ
ル
ト
言
ヘ
ハ
、
曰
ク
是
我
父
祖
ヨ
リ
世
世
此
教
此
教
ヲ
信
向
ス
、
我
世
ニ
至
リ
、
之
ヲ
変
シ
テ
他
教
ヲ
守
ル
、
抑
抑
何
ノ
益
カ

ア
ル
ト
答
ヘ
タ
リ）

（（
（

」

久
米
は
こ
の
答
え
に
対
し
て
「
本
ヲ
忘
レ
ス
シ
テ
、
旧
法
ヲ
守
ル
ノ
心
ハ
、
嘉
ス
ヘ
キ
ニ
似
タ
リ
」
と
肯
定
的
に
受
け
と
め
、
そ
の
後
、

ど
う
や
っ
て
祈
る
の
か
と
い
う
問
い
ま
で
発
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
跪
い
て
祈
る
の
だ
と
そ
の
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
み
せ
、
念
仏
や
呪
文
を

唱
え
る
こ
と
は
な
く
た
だ
黙
っ
て
祈
る
の
だ
と
答
え
た
と
い
う
。
な
ぜ
久
米
は
祈
り
方
ま
で
訊
い
た
の
か
。
米
欧
の
宗
教
取
調
べ
掛
り
と

い
う
任
務
を
離
れ
た
宗
教
へ
の
研
究
心
と
観
察
が
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
を
久
米
は
、
生
活
は
淡
泊
で
無
欲
で
あ
る
と

述
べ
、
僧
侶
に
至
っ
て
は
さ
ら
に
無
欲
で
あ
る
と
観
察
し
て
い
る
。
米
欧
の
近
代
化
に
向
け
て
の
ぎ
ら
ぎ
ら
し
た
世
界
を
観
察
し
続
け
て

き
た
久
米
に
と
っ
て
、
人
々
の
無
欲
な
淡
々
と
し
た
生
活
ぶ
り
は
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
久
米
に
よ
る
と
寺
院
は
二
つ
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。
ご
本
尊
を
手
掛
か
り
に
現
地
で
見
つ
け
た
寺
院
を
ご
報
告
し
て
い
く
。

八
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三
・
二
　
「
ア
ト
ミ
タ
ミ
ヒ
ァ
ー
ル
」
寺

実
記
に
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「
垣
ヲ
匝
シ
、
其
ノ
中
ニ
瓦
甍
ノ
小
堂
ア
リ
。
造
営
頗
ル
精
ナ
リ
、
守
人
錠
ヲ
開
ケ
ハ
、
中
ニ
釈
迦
趺
坐
ノ
像
ヲ
安
セ
リ
、
其
相
貌
、

恰
モ
我
邦
ニ
伝
ヘ
テ
刻
ス
ル
相
貌
ト
異
ナ
ル
ナ
シ
、
…
…
是
ニ
テ
仏
像
ノ
刻
法
ハ
、
来
歴
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
レ
タ
リ
、
像
ノ
前
ニ
白
石
ヲ

以
テ
刻
ミ
タ
ル
、
両
弟
子
ノ
像
ア
リ）

（（
（

」

ゴ
ー
ル
市
街
地
か
ら
出
発
し
て
近
い
場
所
か
ら
順
に
、
ご
本
尊
を
手
掛
か
り
に
寺
院
を
巡
っ
た
。
三
つ
目
に
た
ど
り
着
い
た
の
が
「
ア

ト
ミ
タ
ミ
ヒ
ァ
ー
ル
」
寺
だ
と
思
わ
れ
る
「ATAPATTU

 W
ALAW

W
A

」
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
水
澤
氏
は
「
ア
タ
パ
ト
ゥ
・
ヴ
ィ

ハ
ラ
」
と
い
う
音
を
充
て
て
い
る
。
こ
こ
に
「
中
ニ
釈
迦
趺
坐
ノ
像
ヲ
安
セ
リ
、
…
…
像
ノ
前
ニ
白
石
ヲ
以
テ
刻
ミ
タ
ル
、
両
弟
子
ノ
像

ア
リ
」
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
た
。

「ATAPATTU
 W

ALAW
W

A

」
は
現
在
、
英
国
人
の
医
師
が
所
有
す
る
屋
敷
で
、
寺
院
は
そ
の
屋
敷
に
併
設
さ
れ
て
い
る
。
所
有
者

が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
間
の
事
情
を
現
在
の
所
有
者
に
尋
ね
て
も
、
わ
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
屋
敷
は
エ
ア
コ
ン
を
使

用
し
な
く
て
も
涼
し
さ
が
保
て
る
と
い
う
造
り
で
、
現
在
の
所
有
者
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
点
に
あ
り
、
寺
院
の
来
歴
に
つ
い
て
の
質

問
に
は
首
を
す
く
め
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
訪
問
の
目
的
を
告
げ
、
寺
院
の
場
所
を
尋
ね
る
と
、
使
用
人
の
ス
リ
ラ
ン
カ
人
に
案
内
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
、
よ
う
や
く
寺
院
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
屋
敷
の
表
門
の
横
に
延
び
る
細
い
道
を
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
く
と
七
段
ほ
ど

の
階
段
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
垣
ヲ
匝
シ
、
其
ノ
中
ニ
瓦
甍
ノ
小
堂
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
改
修
工
事
中
で
「
造
営
頗
ル
精
ナ
リ
」
と
は

と
て
も
言
え
な
い
古
い
建
物
だ
。
黄
色
い
衣
を
着
け
た
僧
侶
が
い
た
の
で
尋
ね
る
と
、
や
は
り
寺
の
来
歴
は
知
ら
な
い
と
い
う
。
た
だ
古

い
も
の
で
あ
る
こ
と
確
か
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ご
本
尊
に
お
参
り
し
た
い
と
お
願
い
す
る
と
快
く
も
う
一
つ
の
建
物
に
案
内
し
て
く

れ
た
。

ご
本
尊
に
は
だ
れ
で
も
お
参
り
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
堂
に
は
鍵
が
か
か
っ
て
い
た
。「
守
人
錠
ヲ
開
ケ
ハ
」
の
と
お
り
、
僧
侶

が
鍵
を
開
け
て
く
れ
、
ご
本
尊
と
対
面
で
き
た
。「
中
ニ
釈
迦
趺
坐
ノ
像
ヲ
安
セ
リ
、
其
相
貌
、
恰
モ
我
邦
ニ
伝
ヘ
テ
刻
ス
ル
相
貌
ト
異
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ナ
ル
ナ
シ
」
で
あ
っ
た
。
釈
迦
像
を
安
置
し
た
内
陣
に
は
ベ
ー
ル
の
よ
う
な
白
い
レ
ー
ス
が
幕
の
よ
う
に
垂
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ス

リ
ラ
ン
カ
の
習
慣
な
の
か
、
他
の
寺
院
で
も
、
最
も
貴
重
な
仏
像
を
安
置
し
た
内
陣
の
前
に
は
レ
ー
ス
の
幕
が
垂
ら
さ
れ
て
い
た
。「
像

ノ
前
ニ
白
石
ヲ
以
テ
刻
ミ
タ
ル
、
両
弟
子
ノ
像
ア
リ
」
に
つ
い
て
も
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
が
「
白
石
ヲ
以
テ
刻
ミ
タ
ル
」
に
つ
い
て
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
仏
像
が
彩
色
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
ゴ
ー
ル
で
巡
っ
た
寺
院
で
は
ど
こ
も
仏
像
は
彩
色
さ
れ
て
い
た
。
久
米
が
そ

の
こ
と
を
実
記
に
記
さ
ず
、
む
し
ろ
日
本
と
相
貌
が
違
わ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
が
、
日
本
の
仏
像
の
中
に
も
彩
色
が

施
さ
れ
て
い
る
も
の
は
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
日
本
の
仏
教
に
は
久
米
は
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
な
い
。

こ
の
寺
院
に
つ
い
て
の
記
述
で
不
自
然
な
の
は
、
こ
の
堂
の
前
に
円
塔
が
あ
り
そ
れ
が
欧
洲
風
の
建
物
で
、
仏
舎
利
が
収
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
実
際
の
「
ア
ト
ミ
タ
ミ
ヒ
ァ
ー
ル
」
寺
に
は
仏
舎
利
の
納
め
ら
れ
た
円
塔
は
な
く
、
そ
れ
が
あ
る
の
は
「
ボ
ー

カ
ハ
バ
ッ
ト
」
伽
藍
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。
一
四
〇
年
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
の
で
変
化
し
て
い
て
当
然
で
は
あ
る
が
、
事
が
仏
舎
利
塔
で

あ
れ
ば
、
久
米
の
勘
違
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
、
こ
の
寺
院
は
寂
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
寺
院
の
周
囲
は

未
舗
装
で
こ
ぼ
こ
の
細
い
道
が
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
イ
ン
道
路
ま
で
出
れ
ば
ゴ
ー
ル
市
街
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

次
に
向
か
っ
た
の
は
「
ボ
ー
カ
ハ
バ
ッ
ト
」
伽
藍
で
あ
る
。

　
三
・
三
　
「
ボ
ー
カ
ハ
バ
ッ
ト
」
伽
藍

実
記
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

「
是
ハ
瓦
ヲ
葺
キ
タ
ル
堂
ナ
リ
、
此
内
ニ
釈
迦
涅
槃
ノ
巨
像
ア
リ
、
長
サ
二
丈
余
ノ
臥
像
ナ
リ
、
其
面
貌
ハ
、
前
寺
ノ
像
ニ
同
シ
、
右

ヲ
袒
キ
、
其
手
ヲ
曲
ケ
テ
頬
ヲ
支
ヘ
、
両
足
ヲ
ソ
ロ
ヘ
テ
展
臥
ス
、
左
肩
ヨ
リ
足
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
、
黄
色
ノ
袈
裟
ヲ
ツ
ク
、
袈
裟
ノ
表

ハ
、
鱗
紋
ヲ
刻
ミ
、
頗
ル
埃
及
風
ノ
細
工
ニ
似
タ
リ
、
其
周
壁
ニ
画
キ
タ
ル
、
天
堂
地
獄
ノ
図
ニ
至
リ
テ
ハ
、
純
乎
タ
ル
埃
及
ノ
画
法
ナ

リ
…
…
此
背
ニ
一
堂
ア
リ
、
堂
側
ニ
釈
迦
ノ
分
骨
（
或
云
爪
也
）
ヲ
葬
リ
タ
ル
ト
テ
、
石
ヲ
以
テ
上
ヲ
匝
ヒ
、
壇
ヲ
築
キ
、
上
ニ
一
株
ノ

一
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菩
提
樹
ヲ
植
タ
リ）

（（
（

」

こ
の
寺
院
に
つ
い
て
水
澤
氏
は
「
ボ
ナ
・
ヴ
ィ
ス
タ
」
と
い
う
音
を
充
て
て
い
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
「
ボ
ー
カ
ハ
バ
ッ
ト
」
と
「
ボ
ナ
・

ヴ
ィ
ス
タ
」
双
方
の
名
前
の
寺
院
が
あ
る
か
ど
う
か
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
前
者
は
な
い
、
後
者
に
つ
い
て
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
「
美
し

い
眺
望
」
と
い
う
意
味
の
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
。
寺
が
景
色
の
よ
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
が
通
称
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
言
う
の
だ
。
そ
こ
で
、
ご
本
尊
が
釈
迦
涅
槃
像
で
景
色
の
よ
い
と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
た
寺
と
い
う
条
件
で
探
し
た
。

恐
ら
く
こ
れ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
見
つ
か
っ
た
の
が
「Vijayananda Pirivena

」
で
あ
る
。「
是
ハ
瓦
ヲ
葺
キ
タ
ル
堂
ナ
リ
」
と
あ

り
、
そ
れ
が
目
印
と
な
っ
た
。
こ
の
建
物
は
少
な
く
と
も
一
八
八
〇
年
に
は
こ
こ
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
一
八
八
〇
年
に
ス
リ
ラ
ン
カ
に

来
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ル
・
オ
ル
コ
ッ
ト
（
一
八
三
二
～
一
九
〇
七
）
が
こ
こ
で
講
義
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
建
物
の
中
に
は
オ
ル

コ
ッ
ト
の
銅
像
が
あ
り
、
ま
た
壁
に
は
胸
像
が
飾
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
久
米
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
が
一
八
七
二
年
で
あ
る
。
オ
ル
コ
ッ
ト
の

講
義
が
古
刹
で
行
わ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
久
米
が
訪
れ
た
寺
院
だ
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
何
よ
り
こ
の
寺

院
の
ご
本
尊
は
釈
迦
涅
槃
像
な
の
で
あ
る
。

「Vijayananda Pirivena

」
寺
院
に
着
き
、
僧
侶
に
面
会
を
申
し
込
む
と
、
食
事
中
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
広
大
な
境
内
に
仏
舎
利

塔
と
本
堂
が
あ
る
。
欧
洲
風
の
建
物
で
色
は
真
っ
白
だ
。
特
に
円
塔
の
仏
舎
利
塔
は
ひ
と
き
わ
目
を
引
い
た
。

境
内
の
様
子
を
カ
メ
ラ
に
収
め
て
い
る
と
、
カ
レ
ー
の
に
お
い
を
残
し
た
ま
ま
羅
漢
の
よ
う
な
僧
侶
が
現
れ
た
。
来
意
を
告
げ
る
と
、

す
ぐ
に
本
堂
に
案
内
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
釈
迦
涅
槃
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
。「
右
ヲ
袒
キ
、
其
手
ヲ
曲
ケ
テ
頬
ヲ
支
ヘ
、
両
足
ヲ
ソ
ロ

ヘ
テ
展
臥
ス
、
左
肩
ヨ
リ
足
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
、
黄
色
ノ
袈
裟
ヲ
ツ
ク
、
袈
裟
ノ
表
ハ
、
鱗
紋
ヲ
刻
ミ
、
頗
ル
埃
及
風
ノ
細
工
ニ
似
タ
リ
」

の
ま
ま
で
あ
る
。
釈
迦
の
顔
は
エ
ジ
プ
ト
風
で
あ
る
。
本
堂
を
ぐ
る
り
と
巡
る
よ
う
に
「
天
堂
地
獄
ノ
図
」
が
レ
リ
ー
フ
で
描
か
れ
て
い

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
此
背
ニ
一
堂
ア
リ
、
堂
側
ニ
釈
迦
ノ
分
骨
（
或
云
爪
也
）
ヲ
葬
リ
タ
ル
ト
テ
、
石
ヲ
以
テ
上
ヲ
匝
ヒ
、
壇
ヲ
築
キ
、

上
ニ
一
株
ノ
菩
提
樹
ヲ
植
タ
リ）

（（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
堂
の
背
後
に
も
う
一
つ
建
物
が
あ
り
、
そ
れ
が
仏
舎
利
塔
で
あ
っ
た
。
久
米
来
訪

時
に
仏
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
が
瓦
屋
根
の
オ
ル
コ
ッ
ト
が
講
義
し
て
い
た
建
物
で
あ
れ
ば
、
背
後
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
か
も
し
れ

一
一
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な
い
。
た
だ
、
現
在
の
仏
舎
利
塔
は
た
い
へ
ん
立
派
な
建
物
な
の
で
建
て
替
え
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。

僧
侶
は
一
室
に
招
き
入
れ
て
椰
子
の
葉
に
書
か
れ
た
古
文
書
を
見
せ
て
く
れ
た
。
ま
た
オ
ル
コ
ッ
ト
ゆ
か
り
の
品
も
あ
っ
た
。
断
定
は

で
き
な
い
が
、
ご
本
尊
か
ら
推
察
す
る
と
久
米
が
訪
れ
た
の
は
こ
の
寺
院
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
久
米
の
足
跡
を
辿
っ
て
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
寺
院
を
巡
っ
て
わ
か
っ
た
の
は
、
仏
教
の
精
神
が
現
在
で
も
ま
だ
生
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
僧
侶
は
親
切
で
あ
り
、
質
問
に
は
真
摯
に
答
え
て
く
れ
、
喜
捨
の
要
求
は
一
切
な
か
っ
た
。
賽
銭
箱
も
な
く
、
喜
捨

す
る
た
め
に
は
、
ど
こ
に
そ
の
よ
う
な
箱
が
あ
る
の
か
訊
か
ね
ば
な
ら
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
反
対
に
、
僧
侶
が
お
守
り
と
し
て
手
に
糸

を
巻
い
て
道
中
の
無
事
を
祈
っ
て
く
れ
た
り
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
を
く
れ
た
り
し
た
。
も
ち
ろ
ん
お
金
は
要
求
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
日
本
人
だ

か
ら
特
別
に
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、他
の
参
拝
者
に
も
同
様
に
対
し
て
い
た
。
久
米
の
訪
ね
た
時
期
は
「
民
ノ
生
活
已
ニ
淡
泊
ナ
レ
ハ
、

僧
ノ
生
活
尤
モ
淡
泊
ナ
リ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
今
よ
り
仏
教
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。

現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
は
近
代
化
が
進
み
「
お
金
」
が
生
活
を
支
配
し
、
多
く
の
人
が
お
金
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
今

回
の
訪
問
で
お
世
話
に
な
っ
た
シ
ン
ハ
ラ
語
通
訳
の
Ｔ
さ
ん
は
「
昔
の
生
活
は
お
金
が
か
か
ら
な
か
っ
た
。
今
は
何
を
す
る
に
し
て
も
お

金
お
金
。
み
ん
な
お
金
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
う
。
恐
ら
く
一
四
〇
年
前
は
さ
ら
に
お
金
の
か
か
ら
な
い
生
活
だ
っ
た
ろ

う
。
欧
洲
と
の
雰
囲
気
の
違
い
は
歴
然
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
久
米
の
仏
教
観
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
思
想

的
変
遷
か
ら
さ
ら
に
深
く
考
え
て
い
き
た
い
。

四　

仏
教
観
の
変
遷

米
欧
回
覧
の
一
年
九
カ
月
は
久
米
に
と
っ
て
緊
張
感
と
繁
忙
の
日
々
だ
っ
た
。
そ
の
忙
し
さ
を
久
米
は
こ
う
描
写
し
て
い
る
。「
…
滊

一
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車
其
都
ニ
達
シ
、
僅
ニ
笈
ヲ
『
ホ
テ
ル
』
ニ
弛
ム
レ
ハ
、
回
覧
即
チ
始
ル
、
昼
ハ
輪
響
滊
吼
ノ
際
、
鉄
臭
媒
気
ノ
間
ヲ
奔
ル
、
烟
埃
満
身

ニ
テ
、
瞑
ニ
及
ヒ
方
ニ
帰
レ
ハ
、
衣
ヲ
振
フ
ニ
遑
ア
ラ
ス
、
宴
会
ノ
期
已
ニ
至
ル
、
威
儀
ヲ
食
案
ニ
修
メ
、
耳
目
ヲ
観
場
ニ
倦
ラ
シ
、
子

夜
ニ
寐
牀
ニ
就
キ
目
ヲ
覚
セ
ハ
、
製
場
ノ
迎
伴
人
已
ニ
至
ル）

（（
（

…
…
」

実
記
の
日
付
を
追
う
と
そ
の
日
程
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
汽
車
が
訪
問
地
に
着
き
ホ
テ
ル
で
荷
を
解
く
と
す
ぐ
さ
ま

視
察
が
始
ま
り
、
工
場
な
ど
を
視
察
し
て
埃
だ
ら
け
に
な
っ
て
ホ
テ
ル
に
帰
っ
て
も
、
そ
の
埃
を
は
ら
う
間
も
な
く
宴
会
の
時
間
に
な
る
、

そ
の
後
観
劇
し
て
夜
中
に
ベ
ッ
ド
に
入
り
目
が
覚
め
る
と
も
う
次
の
視
察
地
の
迎
え
が
来
て
い
る
…
と
い
う
。
何
し
ろ「
特
命
全
権
大
使
」

の
訪
問
で
あ
る
か
ら
視
察
へ
の
招
待
状
が
束
に
な
っ
て
届
き
、イ
ギ
リ
ス
で
は
招
待
さ
れ
た
九
割
は
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
別
れ
を
告
げ
る
ま
で
そ
ん
な
日
々
が
続
い
て
い
た
。
帰
路
に
つ
い
た
と
き
、恐
ら
く
ほ
っ
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
実
記
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
淡
々
と
見
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

二
年
近
く
も
他
国
を
回
覧
し
て
も
の
の
見
方
が
変
わ
ら
な
い
は
ず
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
仏
教
観
に
焦
点
を
絞
っ
て
時
間
順
序
で
見
て

い
き
た
い
。
あ
と
で
本
音
を
明
か
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
論
文
が
書
か
れ
た
時
期
で
は
な
く
久
米
の
本
音
の
時
期
を
重
視
し
て
記

述
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
を
網
羅
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
記
と
の
関
連
に
軸
足
を
置
く
。

出
発
前
の
仏
教
観
（
宗
教
観
）
は
「
淫
祠
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
論
文
「
神
道
の
話
」
で
あ
る
。「
神
道
の
話
」

は
明
治
四
一
年
に
『
東
亜
の
光
』（
第
三
巻
第
五
〇
号
）
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
講
演
録
の
体
裁
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
久
米
は
自

分
に
は
宗
教
な
ど
と
い
う
高
尚
な
知
識
は
な
い
と
謙
遜
し
つ
つ
、
自
分
個
人
の
考
え
だ
が
と
い
う
限
定
で
語
っ
て
い
る
。
目
を
引
く
の
は

「
こ
の
宗
教
と
い
ふ
こ
と
は
私
は
世
界
の
事
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
私
丈
け
で
之
を
考
へ
る
と
私
が
一
生
の
前
半
生
と
後
半
生
と
思
想

が
余
程
違
う）

（（
（

…
…
」
と
述
べ
て
い
る
点
だ
。
前
半
生
の
仏
教
観
に
つ
い
て
「
其
頃
の
宗
教
と
い
ふ
も
の
は
一
体
淫
祠
臭
い
も
の
で
、
マ
ア

学
問
で
も
す
る
者
は
馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
ゝ
思
ふ
て
ゐ
た
。
是
は
私
に
限
ら
ず
明
治
以
前
の
者
は
マ
ア
そ
ん
な
心
で
あ
つ
た
」
と
し
、
続

け
て
「
然
る
に
段
々
迷
信
と
い
ふ
言
葉
の
発
生
す
る
時
分
よ
り
、
宗
教
と
い
ふ
も
の
は
非
常
な
貴
重
な
も
の
と
い
ふ
事
に
人
の
前
で
は
云

は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
様
な
訳
に
な
つ
て
き
た
。
事
に
よ
る
と
宗
教
を
臭
す
事
を
云
ふ
と
甚
だ
悪
い
事
に
認
め
ら
る
ゝ
世
の
中
に
な
つ
た
の

一
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で
す
」。

「
迷
信
」
と
い
う
言
葉
は
か
つ
て
は
な
か
っ
た
。
そ
の
言
葉
が
出
て
き
た
こ
ろ
に
、
宗
教
を
貴
重
な
も
の
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な

く
な
っ
た
、
さ
ら
に
宗
教
を
悪
く
言
う
こ
と
は
た
い
へ
ん
よ
く
な
い
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
だ
。
宗
教
に
対
す
る
世
間
の
振
る
舞
い

が
明
ら
か
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
建
前
と
い
う
側
面
も
あ
る
よ
う
で
「
人
前
で
は
」
と
い
う
但
し
書
き
が
つ
い
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、「
私
の
一
生
の
前
半
生
と
後
半
生
で
思
想
が
よ
ほ
ど
違
つ
た
」
と
言
い
つ
つ
、「
違
つ
た
け
れ
共
矢
張
り
元
の
思
想
が
随
分
ま
だ

支
配
し
て
居
る
や
う
な
考
も
あ
る
の
で
す）

（（
（

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

微
妙
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
明
治
政
府
が
宗
教
を
重
要
視
し
始
め
た
た
め
、
宗
教
は
淫
祠
だ
な
ど
と
は
公
言
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
時
点
で
の
久
米
は
、
仏
教
に
限
ら
ず
宗
教
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。

明
治
四
年
、
岩
倉
使
節
団
が
最
初
の
訪
問
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
向
か
う
蒸
気
船
ア
メ
リ
カ
号
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
で
宗
教
は
何
か
と

訊
か
れ
た
ら
ど
う
答
え
よ
う
か
と
話
し
合
っ
て
い
る
場
面
で
の
久
米
の
仏
教
観
は
、「
仏
教
信
者
で
あ
る
と
は
ど
う
し
て
も
口
か
ら
出
な

い
。
ど
う
も
仏
教
は
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
、
ア
ト
を
聴
か
れ
る
と
二
の
句
が
つ
げ
ぬ
。
仏
教
は
困
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
れ
は
久

米
に
限
ら
ず
、
そ
の
場
に
い
た
福
地
源
一
郎
や
田
辺
太
一
の
総
意
で
あ
る
。「
口
か
ら
出
な
い
」
の
は
仏
教
を
淫
祠
だ
と
思
っ
て
い
る
か

ら
で
、「
ア
ト
を
聴
か
れ
る
と
二
の
句
が
つ
げ
ぬ
」
は
仮
に
仏
教
の
教
義
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
ら
説
明
で
き
な
い
、
つ
ま
り
仏
教
を
ま
っ

た
く
勉
強
し
て
い
な
い
。
い
か
に
当
時
の
元
武
士
階
級
が
仏
教
か
ら
離
れ
て
い
た
か
が
推
測
で
き
る
。

そ
の
原
因
に
つ
い
て
明
治
二
六
年
の
論
文
「
史
学
の
独
立
」
で
、
僧
侶
が
怠
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
自
身
が
仏
教

に
い
か
に
縁
が
薄
い
か
に
つ
い
て
「
私
は
禅
宗
で
あ
る
が
、
父
祖
よ
り
五
、六
代
、
帰
依
寺
よ
り
説
教
を
受
け
た
事
も
な
い
。
婦
人
も
珠

数
を
爪
繰
つ
た
事
も
な
い
。
外
の
家
々
も
大
抵
其
通
り
で
あ
る）

（（
（

」
と
し
、
続
い
て
「
武
士
は
宗
教
心
に
薄
い
の
で
、
政
治
も
武
士
道
も
あ

つ
て
徳
義
を
維
持
し
た
れ
ど
、
畢
竟
僧
徒
の
怠
り
と
い
ふ
は
免
れ
ぬ
こ
と
で
、
現
に
僧
徒
も
怠
り
で
あ
つ
た
と
言
う
て
居
ま
す）

（（
（

」
と
言
う
。

確
か
に
父
祖
よ
り
五
、六
代
、
帰
依
寺
か
ら
説
教
を
受
け
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仏
教
を
知
ら
な
い
の
は
当
た
り
前
で
、
武
士
階
級
の
徳

義
を
支
え
て
い
た
の
は
忠
孝
仁
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
忠
孝
仁
義
は
先
に
紹
介
し
た
ア
メ
リ
カ
号
で
の
宗
教
談
議
で
自
分
た

一
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ち
に
ぴ
っ
た
り
く
る
徳
義
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
実
記
に
戻
っ
て
、
明
治
五
年
、
ア
メ
リ
カ
で
バ
イ
ブ
ル
社
を
訪
れ
た
と
き
仏
教
に
対
す
る
こ
ん
な
記
述
が
出
て
く
る
。

「
僧
侶
ノ
仏
典
ニ
於
ル
、
一
般
ニ
其
戒
ヲ
守
リ
、
其
規
ニ
服
ス
、
儒
者
ト
異
ナ
リ
、
然
ト
モ
僅
々
ノ
経
典
モ
、
其
何
ノ
謂
ナ
ル
ヲ
知
ル

モ
ノ
ハ
、
百
人
ニ
二
三
人
ヲ
得
テ
止
ム
、
亦
何
ソ
人
ニ
教
フ
ル
ニ
足
ラ
ン

信
徒
ノ
如
キ
ハ
、
念
仏
呪
禱
、
タ
ゝ
情
欲
ニ
駆
ラ
ル
ゝ
ノ
ミ
、
然
則
立
教
ノ
美
悪
ハ
且
舎
キ
、
其
品
行
ノ
人
民
ニ
著
ル
ゝ
度
ヲ
論
ス
レ

ハ
、
世
界
ノ
最
下
等
ニ
オ
ル
ト
謂
モ
、
恨
ミ
ナ
カ
ル
へ
シ）

（（
（

…
…
（
以
下
略
）」

僧
侶
は
儒
者
と
違
っ
て
戒
律
を
守
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
し
か
し
仏
典
の
勉
強
は
し
て
お
ら
ず
、
仏
教
の
教
え
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か

を
知
る
僧
は
一
〇
〇
人
の
う
ち
二
、三
人
に
す
ぎ
な
い
。
信
徒
は
念
仏
や
ま
じ
な
い
は
唱
え
て
い
る
が
日
常
生
活
は
欲
望
の
ま
ま
に
暮
ら

し
て
い
る
。
教
え
が
実
践
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
世
界
最
下
等
で
は
な
い
か
と
い
う
。

厳
し
い
物
言
い
で
あ
る
が
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
品
行
方
正
な
生
活
ぶ
り
と
比
較
し
て
の
感
想
で
あ
る
。
実
記
の
記
述
は
客
観
的

事
実
と
久
米
の
論
評
を
分
け
て
書
く
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
（
久
米
の
論
評
は
一
字
下
げ
で
記
さ
れ
て
い
る
）。
引
用
し
た
の
は

論
評
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
書
き
方
は
一
見
仏
教
す
べ
て
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
僧
侶
の
生
活
は
儒
者
と
異
な
り

戒
律
を
守
っ
て
い
る
と
僧
侶
を
肯
定
し
て
い
る
。
批
判
し
て
い
る
の
は
信
徒
の
生
活
で
あ
る
。
こ
の
信
徒
は
江
戸
に
住
む
庶
民
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
其
品
行
ノ
人
民
ニ
著
ル
ゝ
度
ヲ
論
ス
レ
ハ
、
世
界
ノ
最
下
等
ニ
オ
ル
ト
謂
モ
、
恨
ミ
ナ
カ
ル
へ
シ
…
…
」
と
は
き

つ
い
表
現
だ
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
人
々
の
無
欲
な
暮
ら
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
品
行
を
守
っ
た
暮
ら
し
、
そ
の
双
方
が

久
米
に
こ
こ
ま
で
強
い
批
判
を
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
記
は
帰
国
後
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
視
察
で
得
た
も
の

の
見
方
も
影
響
し
て
い
る
。

僧
侶
が
経
典
を
勉
強
し
て
い
な
い
と
い
う
見
解
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
僧
に
対
し
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
博
覧
強
記
の
久
米
の
眼

か
ら
見
る
と
、
僧
侶
の
知
識
は
貧
弱
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
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明
治
二
一
年
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
勤
務
し
て
い
た
臨
時
修
史
局
が
史
料
編
纂
所
と
名
称
を
変
え
て
帝
大
に

設
置
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
翌
年
、
帝
大
に
国
史
学
科
が
新
設
さ
れ
る
と
、
重
野
安
繹
、
星
野
恒
の
三
人
で
歴
史
学
と
い
う
学
問
の
体
系

を
整
え
始
め
る
。
久
米
は
古
文
書
を
精
査
し
実
証
主
義
的
方
法
を
用
い
て
そ
れ
ま
で
の
定
説
を
覆
し
て
い
く
。
久
米
の
論
文
が
明
治
二
三

年
か
ら
活
発
に
発
表
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
修
史
局
（
史
料
編
纂
所
）
勤
務
か
ら
大
学
教
授
へ
と
職
務
が
変
わ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
仏

教
に
つ
い
て
も
論
文
の
中
で
そ
の
と
き
ど
き
の
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
仏
教
を
研
究
対
象
と
し
て
歴
史
的
見
地

か
ら
扱
い
始
め
た
の
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

明
治
二
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
時
代
の
思
想
」
で
、
仏
教
が
な
ぜ
廃
れ
て
い
っ
た
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
足
利
時
代
ま
で
は
仏
教
の
崇
信
甚
篤
し
。
徳
川
代
性
理
学
の
流
行
に
つ
れ
て
廃
仏
論
は
起
れ
り）

（（
（

」
性
理
学
と
は
宋
学
、
ま
た
は
理
学

と
も
呼
ば
れ
、
幕
末
武
士
の
も
の
の
見
方
を
支
え
た
学
問
で
あ
る
。
理
詰
め
で
考
え
る
学
問
が
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
く
に
従
っ
て
、
理
と

は
遠
い
仏
教
が
廃
れ
て
い
く
。
久
米
が
生
ま
れ
た
と
き
は
す
で
に
仏
教
は
淫
祠
で
あ
り
、
性
理
学
が
学
ぶ
べ
き
学
問
で
あ
っ
た
。

古
文
書
を
解
読
し
て
実
証
的
に
歴
史
を
研
究
し
、
そ
れ
ま
で
の
定
説
を
次
々
に
覆
し
た
の
も
、
理
詰
め
で
考
え
る
学
問
手
法
が
身
に
付

い
て
い
た
か
ら
だ
。「
抹
殺
博
士
」
と
呼
ば
れ
た
重
野
安
繹
の
陰
に
久
米
あ
り
と
言
わ
れ
た
の
も
、
久
米
の
研
究
手
法
と
し
て
そ
の
方
法

が
徹
底
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
仏
教
に
対
す
る
偏
見
は
そ
の
研
究
方
法
に
よ
っ
て
払
拭
さ
れ
、
新
し
い
仏
教
観
が
研
究
が
進
む
に
つ

れ
て
更
新
さ
れ
て
い
っ
た
。

明
治
二
四
年
に
発
表
さ
れ
た
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
で
は
「
日
本
は
敬
神
崇
仏
の
国
な
り）

（（
（

」
と
し
、
敬
神
は
日
本
固
有
の
も
の
、
そ

れ
に
外
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
教
が
加
わ
り
、
合
わ
せ
て
政
道
の
基
本
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
に
始
ま
っ

て
大
化
の
改
新
で
定
着
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

明
治
二
六
年
の
「
史
学
の
独
立
」
で
は
、
武
士
道
の
根
源
は
仏
教
だ
と
い
う
見
方
が
出
て
き
て
い
る
。　

仏
教
が
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
武
力
が
弱
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、そ
う
で
は
な
く
、昔
の
野
蛮
殺
伐
な
遺
俗
が
な
く
な
っ

た
か
ら
そ
う
見
え
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
武
士
道
は
仏
教
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
天
台
真
言
の
中
か
ら
発
生
し
、
鎌
倉
以
後
に
禅
学
を
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修
め
て
発
達
し
た
。
儒
学
に
は
心
気
鍛
錬
の
く
ふ
う
は
な
い
。
武
芸
の
伝
書
を
見
る
と
皆
仏
典
を
引
用
し
て
い
る）

（（
（

。

佐
賀
藩
の
武
士
で
あ
っ
た
久
米
が
、
そ
の
根
源
に
仏
教
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
淫
祠
と
い
う
見
方
か
ら
始
ま
っ
た
仏
教
が
、
自
分
の

依
っ
て
立
つ
武
士
道
の
根
源
を
支
え
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
同
論
文
で
、
日
本
で
の
徳
義
の
源
は
神
仏
儒
の
三
つ
だ
と
し
、
こ
れ

を
推
し
究
め
れ
ば
、「
仏
教
＝
宗
教
」「
神
、
儒
＝
政
治
」
の
二
色
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
実
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
仏
教
は
淫

祠
ど
こ
ろ
か
儒
教
、
神
道
と
並
ん
で
、
日
本
人
の
徳
義
、
つ
ま
り
道
徳
の
根
源
に
あ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
。

ま
た
、
仏
教
の
二
面
性
に
つ
い
て
も
同
論
文
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
上
座
部
仏
教
と
大
乗
仏
教
の
違
い
で
あ
る
が
、
久
米
は
こ

の
言
葉
を
使
用
し
て
は
い
な
い
。

「
…
…
仏
教
は
厭
世
的
で
有
為
の
気
力
を
失
ふ
と
い
ふ
人
が
あ
る
。
夫
は
世
捨
人
の
で
き
る
こ
と
、
譬
へ
ば
西
行
法
師
、
吉
田
兼
好
の

や
う
な
人
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、
是
と
て
も
仏
教
の
華
と
賞
翫
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
教
は
常
に
か
様
な
人
を
養
成
す
る
で
な
い
こ

と
は
、
天
台
真
言
を
開
い
た
桓
武
天
皇
を
厭
世
的
と
い
は
れ
ま
す
歟
。
院
の
政
を
始
め
た
白
河
天
皇
も
仏
教
を
大
御
信
向
で
あ
る
。
…
後

醍
醐
天
皇
の
晩
年
な
ど
は
、
少
し
は
厭
世
的
に
な
つ
て
下
さ
る
な
ら
ば
、
世
の
騒
ぎ
も
少
し
は
静
ま
ろ
う
と
思
ふ
程
な
れ
ば）

（（
（

…
…
」

明
治
四
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
神
道
の
話
」
は
、何
度
か
引
用
し
た
と
お
り
、久
米
の
宗
教
に
対
す
る
総
括
的
な
思
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。

五　

お
わ
り
に

以
上
、
ス
リ
ラ
ン
カ
体
験
を
中
心
に
久
米
の
仏
教
観
を
追
究
し
て
き
た
。
も
と
よ
り
久
米
の
仏
教
観
を
こ
の
よ
う
な
小
論
で
書
き
尽
く

せ
な
い
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
る
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
の
体
験
が
仏
教
に
対
す
る
偏
見
を
払
拭
す
る
一
助
と
な
り
、
研
究
対
象
と
し
て
仏

教
を
捉
え
な
お
す
こ
と
に
役
立
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

久
米
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
降
り
立
っ
た
と
き
の
印
象
を
「
山
緑
リ
ニ
水
青
ク
、
植
物
ハ
栄
ヘ
、
土
壌
ハ
腴
ニ
シ
テ
、
空
気
ノ
清
キ
、
景
色

一
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ノ
美
ナ
ル
、
欧
洲
ヨ
リ
来
リ
テ
、
此
景
象
ヲ
見
レ
ハ
、
真
ニ
人
間
ノ
極
楽
界
ト
覚
フ
カ
如
シ）

（（
（

」
と
書
き
記
し
て
い
る
。
米
欧
と
比
し
て
物

質
的
に
は
豊
か
で
は
な
い
が
極
楽
界
を
感
じ
さ
せ
る
国
、
そ
れ
が
ス
リ
ラ
ン
カ
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
印
象
が
仏
教
寺
院
に
行
っ
て
み
よ

う
か
と
い
う
動
機
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

帰
国
後
の
久
米
の
論
文
に
は
仏
教
に
限
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
や
神
道
、
そ
し
て
普
通
名
詞
の
「
宗
教
」
が
付
い
て
回
っ
て
い
る
。
実
記
で

の
宗
教
取
調
べ
掛
り
と
い
う
役
割
は
、
久
米
に
宗
教
と
い
う
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
む
テ
ー
マ
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

久
米
自
身
が
信
仰
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
久
米
の
宗
教
に
対
す
る
姿
勢
は
ク
ー
ル
で　

明
治
四
一
年
に
発
表
さ

れ
た
「
神
道
と
君
道
」
で
、
自
分
は
無
宗
教
で
あ
る
と
し
て
冷
静
す
ぎ
る
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
要
約
す
る
。

「
人
は
困
難
な
運
命
に
あ
っ
た
と
き
、
迷
い
が
出
る
。
神
と
い
う
観
念
は
日
本
の
教
え
の
教
本
、
政
本
一
に
挙
げ
て
こ
う
し
た
こ
と
に

対
処
す
る
方
法
で
あ
る
。
で
は
、
私
は
い
か
な
る
宗
教
に
帰
依
す
る
か
と
い
う
と
、
今
の
宗
教
は
た
だ
形
式
が
存
在
し
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
ゆ
え
に
一
定
の
仏
教
や
神
道
に
帰
依
し
た
り
、
そ
の
説
明
を
聞
い
た
り
は
あ
え
て
し
な
い
。
要
す
る
に
私
は
い
ち
ず
に
歴
史
に
つ
い

て
神
意
を
観
察
せ
ん
と
す
る
の
み
で
あ
る）

（（
（

」

久
米
は
観
察
者
の
立
場
で
、
宗
教
を
基
軸
と
し
て
世
の
中
の
移
り
変
わ
り
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
基
軸
を
作
り
上
げ
た
の
が
岩

倉
使
節
団
で
経
巡
っ
た
国
々
の
宗
教
の
諸
相
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
中
で
も
特
異
な
観
察
と
な
っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、
久
米
の
中
に
宗
教
と

社
会
の
あ
り
か
た
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
触
媒
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〈

了
〉

註
（1）
条
約
改
正
も
使
節
団
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
が
、
実
記
と
は
関
係
し
な
い
の
で
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

（2）
岩
倉
具
視
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
つ
い
て
山
崎
渾
子
氏
は
「
‥
‥
政
府
要
人
の
中
で
も
、最
も
伝
統
的
キ
リ
シ
タ
ン
邪
宗
門
観
を
も
ち
、

そ
の
結
果
、
神
道
国
教
政
策
に
最
も
障
害
と
な
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
の
は
岩
倉
具
視
で
あ
っ
た
」（『
岩
倉

一
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使
節
団
に
お
け
る
宗
教
問
題
』
五
五
頁
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
一
八
年
）
と
述
べ
、
ま
た
、
副
使
の
大
久
保
利
通
と
木
戸
孝
允
に
つ

い
て
は
、「
両
者
と
も
キ
リ
ス
ト
教
に
は
関
心
も
な
く
、
邪
宗
門
観
に
お
い
て
は
岩
倉
と
同
じ
で
あ
っ
た
」（
同
、
五
六
頁
）、
大
久

保
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
基
礎
が
確
立
し
て
い
な
い
時
期
に
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
不
安
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
し
て
い
る
。

（3）
「
神
道
の
話
」
三
二
〇
頁
／
『
東
亜
の
光
』
第
四
巻
第
五
号
、
明
治
四
一
年
／
『
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集　

第
三
巻
』
所
収
、
吉
川

弘
文
館
、
平
成
二
年
。

（4）
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記　

二
』
二
五
四
頁
（
ル
ビ
は
省
略
。
実
記
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
以
下
同
）、
岩
波
書
店
、
昭

和
五
三
年
。 

（5）
『
佐
賀
藩
海
軍
史
』
三
八
四
頁
、
知
新
會
、
大
正
六
年
。

（6）
同
。

（7）
同
、
二
五
五
頁
。

（8）
拙
論
文
「
久
米
邦
武
の
幸
福
論
」
／
『「
ま
こ
と
」
と
「
救
世
主
」
―
久
米
邦
武
の
比
較
文
化
論
』
所
収
、
知
玄
舎
、
平
成
二
五
年
。

（9）
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記　

五
』
二
八
二
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
七
年
。

（10）
同
、
二
八
三
頁
。

（11）
同
、
二
八
四
頁
。

（12）
同
、
二
五
五
頁
。

（13）
同
、
二
八
五
頁
。

（14）
同
、
二
八
六
頁
。

（15）
オ
ル
コ
ッ
ト
は
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
仏
教
復
興
の
祖
と
し
て
尊
敬
を
集
め
て
お
り
、
ス
リ
ラ
ン
カ
最
大
の
都
市
コ
ロ
ン
ボ
に
は
銅
像
が

建
て
ら
れ
て
い
る
。

一
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（16）
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記　

五
』
二
八
六
頁
。

（17）
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記　

一
』
一
二
頁
。
岩
波
書
店　

昭
和
六
三
年
。

（18）
「
神
道
の
話
」
三
一
九
頁
。

（19）
同
、
三
二
〇
頁
。

（20）
同
、
三
二
一
頁
。
こ
れ
は
久
米
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
集
ま
っ
た
人
々
の
会
話
の
中
か
ら
出
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ン
テ

リ
の
総
意
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（21）
「
史
学
の
独
立
」
一
二
頁
／
『
史
学
雑
誌
』
第
四
編
第
四
十
五
号
、
明
治
二
六
年
／
『
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集　

第
三
巻
』
所
収
。

（22）
同
。

（23）
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記　

一
』
三
四
四
頁
。

（24）
「
時
代
の
思
想
」
／
『
史
学
会
雑
誌
』
第
一
編
第
二
号
所
収
、
明
治
二
三
年
／
『
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集 

第
三
巻
』
所
収
。

（25）「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」二
七
一
頁
／『
史
学
会
雑
誌
』第
二
編
第
二
三
～
二
五
号
、明
治
二
四
年
／『
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集 

第
三
巻
』

所
収
。

（26）
要
約
。「
史
学
の
独
立
」
一
一
頁
。

（27）
「
史
学
の
独
立
」
一
二
頁
。

（28）
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記　

五
』
二
八
三
頁
。

（29）
「
神
道
と
君
道
」
三
五
三
頁
／
『
開
国
五
十
年
史　

下
巻
』
明
治
四
一
年
／
『
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集 

第
三
巻
』
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇




