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寄稿エッセー

子
⑩

釈
尊
は
お
城
を
出
ら
れ
る

前
、
ど
ん
な
思
想
を
浴
び
て
い

ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
が
知

り
た
く
て
、

2
年
前
か
ら
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
か
じ
っ
て
い

る
。
コ
ロ
ナ
様
の
お
蔚
で
、
イ

ン
ド
の
ア
シ
ュ
ラ
ム
で
パ
ー
ニ

二
文
法
を
教
え
る
ミ
チ
カ
さ
ん

と
い
う
日
本
人
女
性
か
ら
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
毎
週
末
の
べ

6
時

間
、
教
え
て
い
た
だ
く
機
会
に

恵
ま
れ
て
い
る
。

ミ
チ
カ
先
生
い
わ
く
、
「
ヴ

ェ
ー
ダ
は
イ
ン
ド
人
で
な
く
て

も
、
何
教
徒
で
も
、
人
間
で
あ

れ
ば
誰
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
」
。

ヴ
ェ
ー
ダ
そ
の
も
の
は
師
か

ら
口
伝
で
学
ぶ
べ
き
も
の
で
、

ォ
ン
ラ
イ
ン
講
座
に
は
そ
ぐ
わ

な
い
の
で
、
ヴ
ェ
ー
ダ
思
想
が

織
り
込
ま
れ
て
い
る
シ
ュ
ロ
ー

カ
（
古
典
詩
）
や
ラ
ー
マ
ー
ヤ

ナ
を
文
法
解
説
と
と
も
に
詠
唱

し
な
が
ら
、
思
想
の
一
端
を
学

ん
で
い
る
。

こ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
思
想
の
な
か

に
は
、
梵
我
一
如
も
‘
-
―
―
毒

（
パ
ー
パ
）
が
過
ぎ
て
は
ダ
メ

と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
世
が
欲

を
駆
り
立
て
る
実
体
の
な
い
も

の
（
マ
ー
ヤ
ー
）
で
満
ち
て
い

る
こ
と
も
、
私
た
ち
は
何
も
学

ば
ず

(11智
慧
な
く
）
し
て
は

真
実
が
見
え
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
（
次
回

,＇L
し

釈尊は宗教創始を考えなか

も
取
り
組
ん
で
い
る
。
鎌
倉
建

長
寺
で
外
国
人
向
け
の
坐
禅
指

導
を
さ
れ
て
い
た
知
人
僧
侶
は

「
こ
の
部
屋
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
ひ
と
つ

畳
の
上
で
と
も
に
坐
禅
を
組
ん

で
述
べ
る
「
中
道
」
と
い
う
考
だ
、
世
界
で
唯
一
の
場
所
」
と

え
こ
そ
が
、
釈
尊
オ
リ
ジ
ナ
ル
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
仏
教
の

だ

）

。

素

睛

ら

し

い

と

こ

ろ

は

「

何

教

釈
尊
は
当
初
、
新
た
な
宗
教
徒
で
も
取
り
組
む
こ
と
の
で
き

を
興
そ
う
と
意
図
さ
れ
て
は
い
る
精
神
哲
学
」
に
、
瞑
想
や
念

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
仏
、
坐
禅
と
い
っ
た
身
体
的
プ

当
時
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
行
き
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
組
み
合
わ
せ
ら

交
う
商
人
た
ち
か
ら
金
品
や
珍
れ
た
結
果
、
別
々
の
神
と
契
約

品
を
献
上
さ
れ
裕
福
と
な
っ
た
し
異
な
る
信
仰
を
も
つ
人
ど
う

バ
ラ
モ
ン
階
級
が
あ
ま
り
に
堕
し
を
も
、
対
立
構
造
か
ら
救
う

落
し
て
い
た
た
め
、

11

聖
者
と
可
能
性
を
も
つ
宗
教
と
な
っ
た

し
て
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
る
べ
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

き
II

と
い
う
こ
と
を
説
こ
う
と
大
多
数
の
人
が
宗
教
ア
レ
ル

さ
れ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
ギ
ー
に
陥
る
こ
の
国
で
、
も
う

い
。
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
い
ち
ど
人
間
倫
理
と
し
て
仏
教

V
V
9
,
V

べ
づ
り

え
を
[
〗

い
ま
言
凹
教
徒
で
も
学
べ

e
"
"
V
A
9
,
 

中
に
、
「
こ
う
い
う
こ
と
を
す
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら

る
よ
う
で
は
バ
ラ
モ
ン
と
は
い
ば
、
宗
派
の
教
え
や
特
定
の
経

え
な
い
」
と
い
う
表
現
が
頻
出
典
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
「
何

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
バ
ラ
モ
教
徒
で
も
で
き
る
」
と
こ
ろ
か

ン
教
の
信
仰
を
捨
て
去
り
、
斬
ら
説
き
直
す
の
が
よ
い
の
か
も

新
な
教
え
を
一
か
ら
説
こ
う
と
し
れ
な
い
。

さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
明
大
手
書
店
で
は
十
数
年
来
、

ら
か
な
の
で
は
な
い
か
。
仏
像
写
真
集
が
平
積
み
の
大
人

む
し
ろ
ヴ
ェ
ー
ダ
の
思
想
気
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
待
ち

を
、
四
つ
の
階
級
を
も
つ
イ
ン
受
け
固
面
専
用
の
仏
像
写
真
配

ド
人
の
み
な
ら
ず
誰
に
で
も
、
布
サ
イ
ト
ま
で
存
在
し
て
い

ナ
ニ
人
に
で
も
説
け
る
よ
う
に
る
。
仏
像
人
気
に
象
徴
さ
れ
る

し
た
の
が
仏
教
の
発
端
だ
っ
た
通
り
、
「
釈
尊
の
教
え
に
ふ
れ

の
か
も
し
れ
な
い
。
た
い
」
と
願
う
市
民
は
多
い
。

坐
禅
や
瞑
想
が
世
界
的
な
ブ
宗
祖
さ
ま
の
教
え
を
乞
う
人
よ

ー
ム
と
な
り
、
精
神
修
養
と
し
り
も
、
お
そ
ら
く
何
十
倍
も
多

て
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
い
。
‘

ダ
ヤ
教
徒
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
（
行
政
書
士
・
葬
祭
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）
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富
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市
中
布
目
•
西
光
寺
）

准
眠
観
音
と
は
あ
ま
り
聞
准
肛
観
音
右
像
は
舟
形
の

き
慣
れ
な
い
観
音
で
あ
る
。
光
背
の
中
央
に
浮
き
彫
り
さ

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
右
像
は
れ
た
坐
像
で
、
像
高
は
約
30

少
な
い
。
巧
。
手
は
説
法
印
を
結
び
、

富
山
市
中
布
目
の
匹
光
寺
蓮
草
座
に
坐
し
、
十
八
饂
で

墓
地
に
、
そ
ん
な
数
少
な
い
基
壇
に
は
波
頭
が
刻
ま
れ
て
台
石
に
は
次
の
銘
文
が
刻

准
眠
観
音
が
墓
右
に
彫
ら
れ
い
る
。
ま
れ
て
い
る
。

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
「
宏
岳
慈
雲
碑
重
子
昭

菌
洞
宗
匹
光
寺
は
旧
名
を
に
は
宝
剣
、
斧
、
鉤
、
輪
、
和
九
年
九
月
十
一
日
亡
」

大
安
寺
と
い
い
、
応
仁
の
乱
蓮
竿
、
数
珠
、
錫
杖
、
経
幼
い
わ
が
子
を
亡
く
し
た

後
の
文
明
年
間
に
創
建
さ
れ
衷
、
手
賢
瓶
、
網
索
、
跛
桁
親
が
子
の
冥
福
を
祈
っ
て
墓

た
。
山
門
を
入
っ
た
左
手
に
羅
、
水
瓶
と
い
っ
た
物
を
執
石
に
准
眠
観
音
を
迎
え
た
の

墓
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
っ
て
い
る
。
で
あ
ろ
う
。

衆
生
の
惑
業
を
破
り

諸
願
か
な
え
る
観
音

子
の
冥
福
を
祈
っ
て
墓
石
に
彫
ら
れ
た
准
抵
観
音
像

准
賦
観
音
は
梵
名
の
「
チ

ュ
ン
デ
ー
」
の
音
写
で
、
准

眠
仏
母
と
か
七
倶
砥
仏
母
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
七
倶
祗

仏
母
と
は
過
去
無
星
の
諸
仏

の
母
と
の
意
昧
で
、
観
音
と

呼
ぶ
の
は
適
当
で
な
い
と
の

説
も
あ
る
。
し
か
し
、
真
言

宗
で
は
六
観
音
の
一
っ
と
し

て
信
仰
さ
れ
て
き
た
こ
と
か

ら
、
観
音
と
呼
ん
で
も
い
い

の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
天
台
宗
で
は
准
祗

に
代
わ
っ
て
不
空
蹟
索
に
か

誓
が
、
准
底
と
不
空
頴
索

を
加
え
て
七
観
音
と
し
て
い

る。

つた！？

くなる仏教とのつきあいかた』『いいお坊さん
いお坊さん』など。各地の僧侶研修に携わる。
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准
眠
を
訳
し
て
「
渭
浄
」

と
い
い
、
准
祗
瞬
音
の
心
性

の
清
浄
さ
を
表
す
と
も
い
わ

れ
る
。
ま
た
、
人
間
界
に
交

わ
り
、
一
切
衆
生
の
惑
業
を

破
り
、
延
命
、
除
災
、
子
授
一

け
と
い
っ
た
諸
顧
を
か
な
え
一

畠
璽
し
て
信
讐
れ
て

3
 

きた。

>

i
 

准
篇
音
の
座
す
と
こ
ろ
ニ

閂
鱈
員
ご

紅
蓮
華
上
に
座
喜
い
う
。
壱
〗

捻

そ
し
て
水
中
に
難
陀
竜
王
、
主
{

埠
波
霞
陀
章
王
が
あ
っ
て
蓮
[
¥
/
｝忍沿

t[e 
夕
后
崖

華
を
支
え
て
い
る
。

鷹
讐
の
像
容
を
経
典
疇詈

の
中
に
見
る
と
、
一
二
眠
十
八
唸

警
を
適
形
と
し
、
八
臀
の
揚
を

合
も
あ
り
、
胸
前
の
―
―
手
が

説
法
印
、
第
二
手
が
施
無
畏

印
と
説
か
れ
て
い
る
。

-l

<

准
眠
観
音
の
燦
と
し
て

は
、
西
国
一
―
-
+
―
―
―
所
観
音
の
一

一
令
』
芯

第
十
一
番
醍
醐
寺
、
秩
父
三
ノ
＾

十
四
所
観
音
の
第
五
番
長
興
一

寺
、
そ
し
て
富
山
市
の
大
山

町
に
も
そ
の
作
例
が
知
ら
れ

て
い
る
。（

殿
南
真
寅
．
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
順
興
寺
住
職
）
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寄稿エッセー

仏
教
は
、
梵
我
一
如
な
ど
の

ヴ
ェ
ー
ダ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
背

景
に
、
四
つ
の
階
級
か
ら
離

れ
、
バ
ラ
モ
ン
で
な
く
て
も

（
イ
ン
ド
人
で
な
く
て
も
）
学

び
説
け
る
よ
う
に
し
た
教
え
で

あ
る
と
い
え
る
。
結
果
、
バ
ラ

モ
ン
教
な
い
し
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

は
イ
ン
ド
以
外
の
地
域
に
ひ
ろ

ま
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
が
、
仏
教
思
想
は
東
ア
ジ
ア

は
じ
め
世
界
中
へ
と
ひ
ろ
ま
っ

た。
で
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
教
え
に

な
い
、
釈
尊
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
教

え
の
神
髄
は
何
か
と
い
え
ば
、

「
中
道
」
だ
と
思
う
。

ヴ
ェ
ー
ダ
は
、
パ
ー
パ
（
よ

く
な
い
行
為
）
を
減
ら
し
、
プ

ン
ニ
ャ
（
善
行
）
を
増
や
し
な

さ
い
と
い
う
教
え
が
中
心
に
あ

り
、
善
・
悪
と
い
う
二
項
概
念

が
存
在
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ

の
実
践
者
も
、
悟
り
き
っ
て
し

ま
え
ば
す
べ
て
が
バ
ガ
ヴ
ァ
ー

ン
（
人
な
ら
ざ
る
超
越
的
摂

聰
赤
塚
不
二
夫
『
天
オ
バ
カ

ボ
ン
』
の
バ
カ
ボ
ン
の
語
源
と

も
い
わ
れ
る
）
の
仕
業
と
観
ず

る
こ
と
が
で
き
、
悪
い
縁
起
も

ま
た
善
い
こ
と
の
前
兆
で
あ
る

よ
う
に
総
体
的
に
捉
え
る
の

で
、
判
逹
点
に
お
い
て
は
善
悪

不
二
と
な
る
と
思
う
。
し
か

し
、
釈
尊
が
善
悪
分
け
隔
て
る

法令か仏法か狭間で悩む住職

り
、
他
の
公
益
法
人
等
と
同
様

に
、
毎
年
予
算
・
決
算
を
責
任

役
員
会
で
承
認
し
て
も
ら
う
の

が
正
し
く
、
大
き
く
予
算
か
ら

ズ
レ
た
支
出
を
行
う
よ
う
な
場

合
に
は
責
任
役
員
会
議
を
開
い

て
補
正
予
算
を
組
む
な
り
、
予

こ
と
を
積
極
的
に
排
除
し
、
中
備
費
を
充
当
す
る
た
め
の
承
諾

央
値
で
も
平
均
値
で
も
な
い
を
得
る
べ
き
で
あ
る
と
。

「
よ
き
と
こ
ろ
、
ほ
ど
ほ
ど
」
だ
が
そ
れ
で
は
、
た
と
え
ば

を
見
極
め
よ
と
説
か
れ
た
の
は
地
域
で
災
害
が
起
こ
っ
た
場

仏
教
独
自
の
特
徴
だ
ろ
う
。
合
、
宗
教
者
と
し
て
す
ぐ
さ
ま

私
は
行
政
書
士
な
の
で
、
寺
「
救
い
の
手
」
を
差
し
伸
べ
よ

院
の
規
則
変
更
や
墓
地
許
可
の
う
と
、
炊
き
出
し
に
必
要
な
鍋

申
請
を
行
う
こ
と
が
多
い
。
そ
釜
や
ら
帰
宅
困
難
者
の
た
め
の

の
際
、
「
お
寺
（
あ
る
い
は
宗
貸
し
布
団
を
手
配
し
た
く
と

派
）
の
常
識
」
と
「
行
政
庁
が
も
、
責
任
役
員
会
議
を
開
か
な

求
め
る
法
令
基
準
」
と
の
間
に
け
れ
ば
決
定
で
き
な
い
こ
と
と

差
異
や
温
度
差
が
あ
る
た
め
、
な
り
、
ほ
ん
ら
い
寺
院
に
求
め

宗
教
的
理
解
と
法
令
基
準
と
の
ら
れ
る
べ
き
「
行
政
の
手
が
届

間
の
通
訳
の
よ
う
な
役
割
を
果
か
な
い
と
こ
ろ
の
支
援
」
が
硬

元
「
中
道
」
冨
こ
そ
仏
教
の
神
髄
Tぶ

た
す
こ
と
に
な
る
。
直
し
て
し
ま
う
。

ご
住
職
は
、
ま
じ
め
で
清
廉
む
し
ろ
、
「
法
律
は
ギ
リ
ギ

潔
白
で
あ
ろ
う
と
な
さ
る
か
た
リ
の
線
で
守
り
つ
つ
、
網
の
目

が
多
い
の
で
、
「
で
き
る
限
り
か
ら
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
人
を

存

法
令
遵
守
し
て
き
ち
ん
と
し
た
ひ
と
り
で
も
多
く
援
け
た
い
」

い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
が
、
と
、
と
き
に
は
法
令
を
逸
脱
し

ガ
チ
ガ
チ
に
法
律
を
守
ろ
う
と
て
先
走
り
、
行
政
か
ら
目
を
つ

す
れ
ば
宗
教
者
と
し
て
の
直
観
け
ら
れ
る
覚
悟
も
お
持
ち
の
ご

的
で
迅
速
な
活
動
が
阻
ま
れ
る
住
職
の
ほ
う
が
、
宗
教
者
と
し

こ
と
に
も
な
る
。
だ
か
ら
、
ホ
て
は
正
し
い
と
思
え
る
瞬
間
も

ド
ホ
ド
の
中
道
を
探
る
こ
と
が
あ
る
。

必

要

な

の

だ

。

法

令

か

、

仏

法

か

。

そ

の

狭

宗
教
法
人
法
に
よ
れ
ば
、
各
間
の
ホ
ド
ホ
ド
の
中
道
は
ど
こ

寺
の
規
則
に
「
予
算
、
決
算
及
か
。
こ
う
し
た
通
仏
教
的
な
課

び
会
計
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
題
を
語
り
う
場
が
見
当
た
ら
な

る
事
項
」
を
明
記
す
る
こ
と
と
い
。
そ
れ
が
、
一
番
の
重
大
課

な
っ
て
い
る
（
宗
教
法
人
法
第
題
だ
。

12
条
第
1
項
第
8
号
）
。
つ
ま
（
行
政
書
士
・
葬
祭
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

◆第2回◆
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寄稿エッセー

あ
る
宗
派
の
僧
侶
研
修
に
登

壇
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
、

M
.
K
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
不
服
従

・
非
暴
力
の
思
想
を
ご
紹
介
し

た
と
こ
ろ
、
「
ガ
ン
ジ
ー
は
ヒ

ン
ズ
ー
教
で
し
ょ
？
仏
教
の

研
修
な
ん
だ
け
ど
も
」
と
指
摘

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
御
仁
は
、
釈
尊
の
生
涯

と
思
想
を
描
い
た
エ
ド
ウ
ィ
ン

・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
ア
ジ
ア
の

光
』
を
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
バ
ガ
ヴ

ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
と
同
様
に

愛
読
し
て
い
た
こ
と
を
ご
存
じ

な
く
、

M
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
』
も
読
ま

れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。そ

も
そ
も
、
仏
教
の
研
修
だ

か
ら
他
宗
教
の
話
は
聞
き
た
＜

な
い
、
す
べ
き
で
な
い
、
と
い

う
感
覚
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ

ろ
う
か
。

前
国
ま
で
に
「
仏
教
は
ヴ
ェ

ー
ダ
の
思
想
を
、

4
つ
の
カ
ー

ス
ト
が
な
い
エ
リ
ア
で
も
受
容

で
き
る
よ
う
翻
案
し
た
も
の
」

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
解
説

し
て
き
た
。
今
回
は
、
仏
教
が

宗
教
の
枠
組
み
を
超
え
て
ひ
ろ

く
理
解
さ
れ
る
思
想
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
掘
り

し
て
み
た
い
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
記
念
館
の
元
館

長
S
・
ラ
ー
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン

博
士
は
著
書
『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ

ッ
ダ
』
の
な
か
で
、
「
ブ
ッ
ダ

宗教を線引きしない広い視野

り
、
キ
リ
ス
ト
者
や
新
宗
教
の

方
か
ら
も
話
を
聞
く
こ
と
を
積

極
的
に
な
さ
っ
て
い
た
。
仏
教

界
の
今
後
を
担
う
の
は
、
こ
う

し
た
視
野
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん

の
教
え
の
な
か
に
は
、
教
義
と
な
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

い
う
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
チ
ベ
ッ
ト
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

な
い
。
（
中
略
）
（
ブ
ッ
ダ
は
）
師
も
、
宗
教
間
対
話
を
重
視
す

広
い
見
解
を
持
っ
て
、
批
判
を
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
宗

抑
え
こ
む
こ
と
を
し
な
か
っ
教
閤
ど
こ
ろ
か
近
年
は
、
宗
教

た
。
ブ
ッ
ダ
は
、
不
寛
容
は
宗
と
科
学
と
の
橋
渡
し
に
も
熱
心

教
の
最
大
の
敵
と
考
え
た
」
と
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

述

べ

て

い

る

。

チ

ベ

ッ

ト

は

中

国

政

府

に

よ

日
本
仏
教
寺
院
で
は
、
宗
派
っ
て
国
を
失
う
悲
し
い
結
果
に

老

間
の
意
見
交
換
さ
え
稀
に
し
か
は
な
っ
た
が
、
師
は
、
諸
行
無

お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
日
常
を
マ
イ
ナ
ス
に
は
捉
え
な
か

本
の
お
坊
さ
ま
方
に
も
も
っ
と
っ
た
。
国
外
へ
出
た
こ
と
で
、

も
っ
と
、
別
な
宗
教
を
知
る
こ
他
の
宗
教
か
ら
学
ぶ
機
会
が
増

と
で
、
仏
教
の
よ
さ
を
再
発
見
え
、
科
学
者
と
も
対
話
す
る
場

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
面
が
で
き
た
と
語
る
。
ダ
ラ
イ

私
は

10年
近
く
前
に
、
主
宰
・
ラ
マ
師
が
キ
リ
ス
ト
者
や
科

学
者
と
語
つ
い
、
瞑

宗

教

間

対

話

の

ス

ス

メ

想

の

科

学

的

根

拠

を

裏
付
け
よ
う
と
す
る

す
る
任
意
団
体
ひ
と
な
み
で
姿
を
き
っ
か
け
に
、
瞑
想
ブ
ー

「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
学
ぶ
」
と
ム
が
欧
米
世
界
へ
ひ
ろ
ま
っ
た

い
う
勉
強
会
を
し
た
こ
と
が
あ
と
も
い
え
る
。

る
。
日
本
人
ム
ス
リ
ム
の
ナ
セ
そ
れ
は
、
釈
尊
の
教
え
が
祖

ル
永
野
氏
を
ゲ
ス
ト
に
、
イ
ス
国
イ
ン
ド
で
は
一
度
滅
び
た
も

ラ
ー
ム
教
の
考
え
か
た
の
基
本
の
の
、
東
ア
ジ
ア
全
体
へ
ひ
ろ

を

学

ん

だ

。

ま

っ

て

い

っ

た

歴

史

と

重

な

っ

2
時
間
ほ
ど
の
レ
ク
チ
ャ
ー
て
、
感
動
を
お
ぼ
え
ず
に
は
い

が
終
わ
る
と
、
参
加
さ
れ
た
各
ら
れ
な
い
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

14

宗
派
の
仰
侶
・
神
職
の
ほ
ぼ
全
世
の
”
宗
教
を
線
引
き
し
な
い

員
が
口
を
そ
ろ
え
、
「
イ
ス
ラ
広
い
視
野
11

に
よ
っ
て
、
国
境

ー
ム
教
と
仏
教
は
、
ほ
と
ん
ど
と
い
う
今
生
の
世
界
で
の
み
通

同
じ
だ
っ
た
1
・
」
と
目
を
輝
か
用
す
る
形
（
そ
れ
を
仏
教
で
は

せ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
空
と
い
う
）
が
喪
失
さ
れ
て

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
、
も
も
、
斜
学
信
奉
の
世
の
な
か
に

と
よ
り
自
殺
対
策
な
ど
の
活
動
仏
教
の
精
神
が
着
実
に
残
る
足

で
宗
派
を
超
え
て
対
話
を
す
る
跡
が
築
か
れ
た
の
だ
か
ら
。

こ
と
に
慣
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
（
行
政
書
士
・
葬
祭
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

◆第 3回◆

宝
珠
を
盛
っ
た
盆
を
捧
げ
持
つ
難
陀
竜
王
石
像

蜘リ、を訪ねてメ

難
陀
竜
王
石
像

（
千
葉
県
野
田
市
岩
名
1
丁
目
）

東
武
鉄
進
野
田
線
の
川
間

駅
で
下
車
し
、
江
戸
川
に
向

か
っ
て
西
へ
歩
く
と
、
塩
防

の
約
1
0
0
認
手
前
の
住
宅

地
に
小
堂
が
あ
り
、
扉
を
開

な
ん
だ
リ
竺
る
―
つ

け
た
ら
難
陀
竜
王
石
像
が
稲

荷
さ
ん
と
共
に
鎮
座
し
て
い

た。
そ
こ
は
住
人
の
坂
斉
家
の

庭
の
隅
に
あ
た
る
の
で
、
坂

斉
家
に
声
を
掛
け
て
お
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
く
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
坂
斉
家

は
昭
和
30
年
頃
ま
で
江
戸
川

の
中
酬
に
住
ん
で
い
た
が
、

江
戸
川
の
改
修
に
伴
い
中
洲

に
あ
っ
た
十
数
軒
の
人
々
と

こ
の
地
に
越
し
て
き
た
と
い

う
。
そ
の
時
、
中
洲
で
記
っ

て
い
た
難
陀
竜
王
を
持
っ
て

き
た
。
坂
斉
家
は
祖
父
の
代

ま
で
江
戸
川
の
渡
し
を
生
業

と
し
て
い
た
。
中
洲
か
ら
引

っ
越
し
て
き
た
住
人
も
、
今

は
近
く
に
は
5
家
族
ば
か
り

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

「
水
神
備
社
」
と
い
う
講
を

結
ん
で
、
こ
の
水
神
宮
（
難

• 

陀
竜
王
）
を
お
ま
つ
り
し
、

舞
年
1
月
末
に
祭
記
を
し
て

い
た
も
の
の
、
今
は
途
絶
え

て
い
る
と
い
う
。

坂
斉
家
の
庭
隅
に
安
置
さ

れ
て
い
る
難
陀
竜
王
石
像
は

像
高
36
合
、
宝
冠
を
つ
け
て

顎
ひ
げ
を
伸
ば
し
、
両
手
で

宝
珠
を
盛
っ
た
盆
を
捧
げ
持

八
大
潅
モ
の
統
領
で

爪
体
で
唯

の
作
例

っ
た
膚
人
の
姿
で
あ
る
。
そ

し
て
背
に
は
竜
を
負
い
、
竜

の
頭
は
宝
冠
の
上
に
出
て
い

る
。
台
座
に
は
「
岩
名
村

講
中
拾
一
子
一
人
」
の
刻
字
が

あ
る
が
、
紀
年
銘
等
は
な
い

の
で
造
立
時
期
は
分
か
ら
な

‘,0 
し

難
陀
章
王
石
睾
の
単
体
と

し
て
は
こ
の
像
以
外
に
管
見

の
限
り
で
は
な
い
。
た
だ
、

大
分
県
豊
後
高
田
市
の
曹
洞

宗
妙
覚
寺
に
嘉
永
6
(
1
8

-
5
3
)
年
銘
の
准
底
観
音
石

蒙
が
あ
る
。
こ
の
観
音
の
座

す
蓮
竿
の
茎
を
擁
す
る
跛
瞬

禽ヽ

だ‘陀
章
王
と
共
に
鯉
陀
章
王
石

像
が
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
こ

の
2
例
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
妙
覚
寺
の
難
陀
竜
王
像

は
竜
を
背
負
っ
て
は
い
な

、l
o

し．
亭
陀
竜
王
は
、
跛
難
陀
、

冒

阿

慶

釦

瓢

ヽ

委

賣

罐
、
齊
雷
‘
墜
奪
‘
阿

雷
鬱
と
共
に
八
大
竜
王

の
ー
つ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

統
領
で
も
あ
る
。

3

八
大
竜
王
は
怯
華
経
の
会
[

座
に
列
し
た
護
法
の
竜
神
で
一

も
あ
る
が
、
広
く
は
水
神
と
一

し
て
、
穀
物
豊
穣
、
水
難
除
一

け
、
防
水
な
ど
水
に
関
わ
る

r

様
々
な
願
い
を
か
な
え
て
く

れ
る
絶
大
な
力
を
持
っ
た
神
―

さ
ま
な
の
で
あ
る
。
↑

経
典
の
中
に
鯉
陀
章
王
の

名
は
法
華
経
序
品
と
陀
羅
尼

集
経
の
中
に
そ
の
尊
名
が
あ
[

る。
難
陀
竜
王
の
造
像
も
わ
ず

誓
例
の
唸
だ
が
、
文
字
塔

は
な
く
、
八
大
章
王
と
刻
ん

だ
文
字
塔
が
1
羞
、
埼
玉
県
-

に
あ
る
の
み
だ
。

（
殿
南
真
賓
・
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
順
興
寺
住
職
）

千葉県野田市
岩名 1丁目
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工
今
回
は
、
日
本
仏
教
の
特
殊

稿
塁
、
海
外
の
仏
教
と
の
比
較

寄
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

日
本
で
は
、
僧
侶
の
大
半
は

土
曜
日
曜
に
回
忌
法
要
の
依
頼
え
3ヽ

を
こ
な
す
こ
と
で
寺
院
運
営
を

維
持
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が

t

あ
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
て

員
と
の
兼
業
が
成
立
す
る
の
も

僧
侶
へ
の
読
経
依
頼
の
多
く
が
日
兄

土
日
の
法
要
時
に
集
中
し
て
い

‘、
、ヵ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

日
本
仏
教
の
中
心
行
事
と
も

思
え
る
こ
の
回
忌
法
要
は
、
実
まさ

は
ア
ジ
ア
の
他
の
仏
教
国
に
は

な
く
、
日
本
仏
教
独
自
の
も
の

］
三
汀□
い
〗
道

み
た
が
、
存
在
し
な
い
の
だ
。
天

葬
祭
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
資
格

を
取
得
す
る
と
き
に
受
け
た
講

4
心

義
に
よ
れ
ば
、
回
忌
法
要
は
、

日
本
人
が
仏
教
伝
来
前
か
ら
も

っ
て
い
た
死
生
観
を
仏
教
に
も

取
り
い
れ
た
結
果
だ
と
い
う
。

/>[]:[
[
 

r-
＜
旨
一
今
う
r,

―ヽ
嚢
A
-

｀

日
本
古
来
の
死
生
観
で
は
「
死
の
人
間
閾
係
か
ら
一
歩
引
い
た

ん
だ
ら
終
わ
り
で
は
な
い
」
の
広
角
の
視
野
で
因
果
を
と
ら

だ
。
ゆ
え
に
、
七
日
目
、
四
十
え
、
人
を
恨
ま
ず
、
境
遇
を
恨

九
日
、
百
箇
日
、
一
年
、
三
ま
ず
、
大
い
な
る
も
の
へ
と
責

年
、
七
年
、
十
―
―
一
年
：
・
'
：
と
、
任
を
棚
上
げ
し
て
く
れ
る
。
つ

生
き
て
い
る
と
き
と
同
じ
節
目
ま
り
、
仏
教
の
囚
果
論
と
も
符

で
弔
い
を
す
る
。
一
＿
＿
十
三
年
も
合
す
る
。
大
日
如
来
と
い
わ
ず

す
れ
ば
あ
の
世
で
も
立
派
な
大
あ
え
て
「
お
天
道
さ
ま
」
と
表

人
だ
か
ら
、
多
く
の
寺
院
で
は
現
す
る
こ
と
で
、
宗
教
や
教
化

「
弔
い
上
げ
で
よ
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
と
拒
否
反
応
を
示
す
人

と
さ
れ
る
わ
け
だ
。
々
の
心
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で

仏
教
は
、
各
地
域
の
土
若
の
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
仏
習
合

宗
教
と
う
ま
く
融
合
し
な
が
ら
大
い
に
O
K
で
は
な
い
か
。
も

東
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
ヘ
と
ひ
と
よ
り
、
お
彼
岸
や
回
忌
法
要

ろ
く
伝
播
し
た
。
ご
存
じ
の
と
と
い
っ
た
重
要
行
事
も
、
神
道

お
り
南
伝
と
北
伝
で
は
別
の
宗
ル
ー
ツ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

教
と
い
え
る
＜
ら
い
に
違
っ
た
い
の
だ
か
ら
。

内
容
に
な
っ
て
い
る
し
、
而
白
（
行
政
書
士
・
葬
祭
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

H
本
仏
教
は
神
仏
習
合
教

◆第 4回◆

査
を
行
う
こ
と
が
必
要
一

な
い
か
」
と
注
文
を
局 竺—/-土‘- -べ心，．心吟、～ ，`49'→這＇責叙砂ふ必打 1991”¥,l)吋＇

一
対

い
こ
と
に
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
南

ル
ー
ト
と
北
ル
ー
ト
の
仏
教
が

伝
わ
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
念

仏
も
坐
禅
も
行
い
、
浄
土
教
と

禅
の
融
合
が
起
こ
っ
て
い
た
り

も
す
る
。

図
は
複
数
の
文
化
人
類
学
者
日
本
で
も
、
春
秋
の
田
植
え

が
公
表
し
て
い
る
も
の
で
、
時
と
収
穫
時
に
お
天
道
さ
ま
へ
祈

計
の
短
い
針
が
3
時
を
指
す
位
っ
て
い
た
習
慣
が
彼
岸
会
と
し

饂
か
ら
、
反
時
計
回
り
に
読
ん
て
定
着
す
る
な
ど
、
回
忌
法
要

で
ゆ
く
。
誕
生
か
ら
1
澱
間
で
の
ほ
か
に
も
、
他
国
に
な
い
催

名
づ
け
。
ひ
と
月
半
ご
ろ
初
宮
し
が
定
着
し
て
い
る
。

詣
り
。
百
日
目
に
お
食
い
初
そ
こ
で
昨
今
の
一
般
市
民
の

め。

1
年
で
初
誕
生
。
七
五
三
宗
教
ア
レ
ル
ギ
ー
に
着
目
し
、

を
経
て
13
歳
で
元
服
（
成
人
）
「
お
天
道
さ
ま
が
見
て
い
る
」

…
…
と
い
う
よ
う
に
、
時
計
の
と
い
う
、
半
世
紀
前
は
ど
こ
の

短
い
針
が
9
時
を
指
す
位
置
ま
地
域
で
も
当
た
り
前
に
言
わ
れ

で
生
涯
が
続
く
。
て
い
た
こ
と
を
、
仏
教
寺
院
で

死
後
は
昼
夜
逆
転
、
衣
の
合
伝
え
直
し
て
ゆ
く
こ
と
を
推
奨

わ
せ
も
逆
に
な
っ
た
世
界
で
生
し
た
い
。

ま
れ
直
し
の
半
生
が
始
ま
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、

",箭噌，［祈互羞ら巧‘.,._- ・-・・. 
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寄稿エッセー

あ
の
世
の
存
在
を
、
心
底
信

じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
宗
教
者
の

割
合
は
ど
れ
く
ら
い
だ
ろ
う
？

仏
に
救
わ
れ
た
と
い
う
実
感

の
な
い
ま
ま
僧
籍
を
待
て
、
宗

教
法
人
あ
る
い
は
墓
地
の
管
理

者
と
し
て
給
与
を
得
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
も
、
か
な
り
の
割
合

に
の
ぼ
る
。
発
心
が
な
く
て
も

宗
教
者
に
な
れ
る
時
代
背
娯
白

体
ま
た
、
仏
縁
な
の
だ
ろ
う
。

葬
祭
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て

終
活
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
で
一
弔
い

を
し
た
ほ
う
が
い
い
理
由
」
を

説
明
す
る
と
き
、
私
は
次
の
よ

う
に
お
話
し
し
て
い
る
。

『
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
』
な
ど

の
著
者
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ

ラ
リ
氏
が
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、

わ
れ
わ
れ
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

は
他
の
サ
ピ
エ
ン
ス
に
な
い
力

1
1

「
目
の
前
に
な
い
こ
と
を
想

像
す
る
カ
一
を
持
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
文
朗
も
こ

れ
ほ
ど
発
畏
し
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
力
は
死
別
の
あ
と
の
気
持

ち
を
混
乱
さ
せ
る
c

l

あ
ん
な

に
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
言
っ
て

く
れ
た
あ
の
人
は
、
も
う
こ
の

世
に
い
な
い
」
と
、
眼
れ
な
く

な
っ
た
り
、
仕
事
が
手
に
つ
か

な
く
な
っ
た
り
す
る
。
記
憶
が

あ
る
た
め
に
、
代
替
の
き
か
な

い
大
切
な
相
手
の
非
存
在
に
気

持
ち
の
整
理
が
つ
か
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
だ

C

こ
れ
に
対
応

不安解消こ そ宗教者の使命

．
 

＇ 

＇ 

,

＇

 

)「

:

1

.

,

1

,

＇’
.
9
,
9
9
,
1
1
1
、9
1
9
,
9
9
9
,
'
9
9
9
.
,

し
か
し
、
記
憶
や
想
像
が

目
の
前
の
事
象
と
乖
離
し
て
い

る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
混
乱
す

る
c

そ
こ
で
、
＂
あ
の
世
に
い

る

“II対
話
で
き
る
＂
と
信
じ

て
祈
れ
ぱ
落
ち
若
く
こ
と
が
で

し
、
冷
静
に
な
る
た
め
の
手
段
き
る
」
と
誼
理
的
に
説
明
す
る

と
し
て
、
ど
の
文
化
文
明
で
も
な
ら
ば
、
供
養
を
や
め
よ
う
と

供
養
・
弔
い
の
方
法
を
発
案
し
し
て
い
る
人
た
ち
を
足
止
め
す

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

諮
演
の
序
盤
で
は
「
私
の
葬
だ
ろ
う
か
。

儀
に
お
金
は
か
け
た
く
な
い
」
回
答
者
全
員
が
僻
侶
の
人
生
の氏

犀
芦
侶
は
呼
ば
ず
直
葬
で
い
い
」
相
談
サ
イ
ト
h
a
s
u
n
o
h
a
を
運
営

瞬

と
言
っ
て
い
た
人
々
が
「
こ
ん
す
る
屈
下
剛
司
氏
は
「
苦
悩
に
ー
一安

ど
息
子
夫
婦
を
呼
ん
で
じ
っ
く
直
面
し
、
も
が
き
苦
し
ん
で
あ

り
話
を
し
ま
す
」
「
孫
た
ち
も
ち
こ
ち
へ
答
え
を
求
め
て
き
た
の

含
め
て
、
お
墓
の
こ
と
を
考
え
人
が
、
僭
侶
の
ひ
と
こ
と
で
よ
芦

>

て
み
ま
す
」
と
、
考
え
を
転
換
う
や
く
救
わ
れ
、
註
落
ち
し
た

し

て

ゆ

く

。

と

き

、

は

じ

め

て

仏

教

の

よ

さ

i文は

い
ま
や
お
仏
箋
を
置
く
家
庭
を
知
る
」
と
語
る
。

は
、
戸
建
て
の
楊
合
で
半
数
程
死
に
た
い
、
働
き
た
い
の
に
次了

・
｛
名
・

T

て
．
．

9

．ぶ・
l:

[
』
あ
の
世
」
を
語
る
ぺ
逹
理
由
終
ナ

;
、
ギ
喜
、

..、
A
9
t々
汐

魯
回
ー

度
。
集
合
住
宅
で
は
4
¥
5世
仕
事
へ
行
こ
う
と
す
る
と
身
体
今
手

帯
に
1
世
帯
で
あ
る
。
生
ま
れ
が
動
か
な
い
、
約
気
で
お
金
も
ば
亨

-
一

た
と
き
か
ら
ご
先
祖
さ
ま
へ
祈
な
い
、
生
き
る
の
が
苦
し
い
：
．

J

る
習
慣
の
な
い
人
た
ち
の
多
く
…
と
い
う
重
い
相
談
に
乗
っ
て
セ
代

が
、
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
を
理
田
肱
落
ち
さ
せ
て
ゆ
く
方
向
も
い
ヅ
〗
四

に
回
忌
法
要
を
と
り
や
め
た
。
い
。
あ
る
い
は
非
科
学
的
で
な
稿
性

寄
霊

.

L

ー
［

一
時
的
に
や
め
た
の
で
は
な
い
説
明
に
よ
っ
て
、
宗
教
か
ら

い
。
そ
れ
ま
で
「
臨
戚
の
手
乖
離
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
た

前
二
親
が
せ
っ
か
く
続
け
て
ち
へ
説
明
し
て
み
る
も
い
い
も

き
た
か
ら
」
ぶ
5

ん
と
な
く
」
災
害
頻
発
、
風
水
害
巨
大

で
継
続
し
て
き
た
が
意
昧
が
感
化
、
コ
ロ
ナ
要
延
と
、
祈
ら
ざ

じ
ら
れ
て
い
な
い
慣
習
を
、
コ
る
を
え
な
い
状
況
が
続
い
て
い

ロ
ナ
を
理
由
に
断
ち
切
っ
た
の
る
の
に
人
々
が
供
養
を
や
め
て

で
あ
る
。
技
術
や
数
値
し
か
信
い
く
時
代
。
宗
教
者
の
使
命

用
し
な
く
な
っ
た
人
た
ち
に
、
は
、
漠
と
し
た
不
安
の
解
消
に

儀
礼
や
供
養
の
必
要
性
を
説
尽
き
る
の
で
あ
る
。

き
、
檀
信
徒
ど
し
て
取
り
戻
し
（
行
政
書
士
・
葬
祭
カ
ウ
ン
セ
ラ

て

ゆ

く

ヽ

こ

と

は

至

雛

の

業

だ

。
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