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左
の
写
真
は
マ
ン
ゴ
ー
の
木
で
す
。
お

釈
迦
様
に
は
多
く
の
個
性
的
な
お
弟
子

が
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
異

色
な
の
が
、
遊
女
で
あ
っ
た
ア
ン
バ
パ
ー

リ
ー
で
す
。

幼
く
し
て
マ
ン
ゴ
ー
林
に
捨
て
ら
れ

て
い
た
ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー
は
、
そ
の
林
の

番
人
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ン

バ
パ
ー
リ
ー
と
は
「
マ
ン
ゴ
ー
林
の
番
人

の
子
」
と
い
う
意
味
で
す
。成
長
し
て
遊

女
と
な
っ
た
ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー
は
、
生
ま

れ
な
が
ら
の
美
貌
に
加
え
て
、
踊
り
や

歌
、
音
楽
に
も
そ
の
才
を
現
し
ま
す
。十

五
歳
の
時
に
は
七
人
の
王
が
結
婚
を
申

し
込
み
ま
す
が
、
自
由
な
生
活
を
求
め

た
彼
女
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
断
り
ま
す
。

彼
女
の
姿
を
一
目
見
る
た
め
に
各
国
か

ら
人
々
が
押
し
寄
せ
、
多
く
の
資
産
家

が
莫
大
な
財
産
を
彼
女
に
捧
げ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
そ
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
、

お
釈
迦
さ
ま
は
弟
子
た
ち
の
心
が
奪
わ

れ
な
い
よ
う
に
、特
別
に
説
法
を
説
い
た

と
さ
え
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

二
人
の
娘
と
共
に
五
百
人
も
の
遊
女

の
集
団
を
束
ね
て
い
た
ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー

で
し
た
が
、
老
い
に
は
勝
て
ず
、
年
齢
と

共
に
そ
の
美
貌
も
衰
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
に
教
え
を
乞
う

た
の
で
す
。遊
女
と
聞
く
と
、
お
釈
迦
さ

ま
と
は
逆
の
存
在
に
も
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、お
釈
迦
さ
ま
に
と
っ
て
、

救
い
を
求
め
て
来
ら
れ
る
方
の
身
分
な

ど
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
に
帰
依
し
た
彼
女
は
、

所
有
し
て
い
た
マ
ン
ゴ
ー
林
を
寄
進
し

ま
す
。
当
時
の
お
釈
迦
さ
ま
や
弟
子
た

ち
は
、
屋
根
の
あ
る
家
に
は
住
ま
ず
、
林

を
住
処
と
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
マ
ン

ゴ
ー
は
最
も
価
値
の
あ
る
果
物
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
マ
ン
ゴ
ー
林
は
ど
の

よ
う
な
林
よ
り
も
貴
重
な
も
の
で
し
た
。

こ
の
林
は
菴
摩
羅
樹
園
（
あ
ん
ま
ら

じ
ゅ
お
ん
）
と
言
い
、
お
釈
迦
様
が
亡

く
な
ら
れ
た
後
も
、
長
く
仏
教
教
団
に

と
っ
て
大
切
な
も
の
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー
は
、
イ
ン
ド
史
上
最

も
美
し
い
女
性
の
一
人
と
言
わ
れ
、
イ

ン
ド
を
旅
行
す
る
と
、
彼
女
の
絵
や
人

形
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。
時
代
が
変

わ
っ
て
も
、
人
間
の
悩
み
は
変
わ
ら
な
い

こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

釈
迦
と
遊
女

德　

法　

寺　

杉　

谷　
　
　

浄　

お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、

貴
賤
・
緇
素
を
簡
ば
ず
、男
女
・
老

少
を
謂
わ
ず
、造
罪
の
多
少
を
問

わ
ず
、修
行
の
久
近
を
論
ぜ
ず
。

『
教
行
信
証
』信
巻

『
教
行
信
証
』

親
鸞
聖
人
の
主
著
。
教
巻
・

行
巻
・
信
巻
・
証
巻
・
真
仏

土
巻
・
化
身
土
巻
（
本
・
末
）

か
ら
な
る
。
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私
は
歴
史
が
好
き
な
の
で
、

時
々
親
鸞
聖
人
の
御
旧
跡
を
訪

ね
て
い
ま
す
。
京
都
に
は
誕
生
と

入
滅
の
、
関
東
に
は
聖
人
ゆ
か
り

の
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
関
東
の
旧

跡
寺
院
の
多
く
は
、
聖
人
の
布
教

に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
復
興
し

た
こ
と
を
伝
え
る
お
寺
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
は
民
衆
の
移
動
が

難
し
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
実
は
二
五
〇
年
程
前
、
飢
饉

な
ど
の
災
害
を
き
っ
か
け
に
大

き
な
人
口
移
動
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
が
、
幕
府
の
政
策
と
し

て
人
口
の
多
い
北
陸
の
天
領
か

ら
災
害
で
荒
廃
し
た
北
関
東
の

天
領
へ
、
真
宗
門
徒
の
農
民
を
家

族
ご
と
移
民
さ
せ
た
も
の
で
し

た
。
移
民
先
に
東
西
本
願
寺
の
寺

院
が
な
け
れ
ば
新
た
に
建
立
さ

れ
、
真
宗
の
教
線
は
広
が
り
ま
し

た
。な

か
に
は
、
さ
ら
に
移
住
先
を

探
す
移
民
門
徒
も
い
ま
し
た
。
下

野
国
（
栃
木
県
）
の
天
領
に
本
寺

専
修
寺
を
も
つ
真
宗
高
田
派
は
、

同
じ
浄
土
真
宗
な
の
で
す
が
『
御

文
』
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は

信
心
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
考

え
た
移
民
門
徒
は
、『
御
文
』
が

あ
が
る
お
寺
を
探
し
た
の
で

し
ょ
う
。
国
境
を
越
え
た
常
陸
国

（
茨
城
県
）
に
は
、
稲
田
西
念
寺

な
ど
東
本
願
寺
に
連
な
る
お
寺

が
あ
っ
た
の
で
す
。

現
在
は
笠
間
市
の
稲
田
西
念

寺
や
唯
信
寺
な
ど
J
R
水
戸
線

沿
線
の
旧
跡
寺
院
の
多
く
は
、
江

戸
時
代
に
北
陸
真
宗
門
徒
を
受

け
入
れ
る
こ
と
で
地
域
や
寺
院

が
災
害
か
ら
復
興
し
た
こ
と
を

伝
え
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
後

半
に
な
る
と
、
北
陸
真
宗
門
徒
は

聖
人
の
旧
跡
巡
拝
を
理
由
と
し

て
旅
の
許
可
を
取
り
、
故
郷
を
離

れ
て
こ
の
地
方
を
目
指
し
た
よ

う
で
す
。

あ
る
加
賀
前
田
藩
領
の
門
徒

は
、
一
八
一
六
年
六
月
に
越
中
を

出
発
し
、
旧
跡
を
巡
拝
し
な
が
ら

三
ヶ
月
後
に
は
唯
信
寺
に
到
着

し
、
や
が
て
水
戸
に
至
り
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
先
の
足
取
り
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
門
徒
の
子
孫

が
現
在
も
福
島
県
相
馬
市
に
い

る
こ
と
で
、
最
後
は
東
北
ま
で
到

達
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
真
宗
の
信
仰
を
守
り
、
家
族

と
暮
ら
せ
る
場
所
が
あ
る
の
な

ら
、
真
宗
門
徒
は
危
険
も
い
と
わ

な
か
っ
た
の
で
す
。

七
年
前
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
大
地
震
・
津
波
・
原
発
事
故
と

い
う
多
重
災
禍
に
遭
っ
た
福
島

県
浜
通
り
の
相
双
地
方
は
、
北
陸

か
ら
の
移
民
門
徒
（
真
宗
移
民
）

の
子
孫
が
多
い
地
域
で
す
。
か
つ

て
は
地
元
の
風
習
と
の
違
い
か

ら
「
加
賀
者
」
と
呼
ば
れ
苦
労
し

ま
し
た
が
、
講
の
結
束
と
勤
勉
さ

で
北
陸
真
宗
の
信
仰
生
活
を
守

り
ま
し
た
。
現
在
も
家
屋
を
屋
敷

林
で
囲
ん
だ 
散  
居  
村 
や
蓮
如
柿
、

さ
ん 
き
ょ 
そ
ん

門
徒
報
恩
講
な
ど
北
陸
の
文
化

を
残
し
て
い
ま
す
。

真
宗
移
民
以
前
、
戦
国
時
代
に

は
岩
手
県
沿
岸
部
に
本
願
寺
の

教
線
が
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
戦

争
と
い
う
災
害
に
追
わ
れ
た
真

宗
僧
や
門
徒
が
移
住
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
東
日
本
大
震

災
の
大
津
波
で
ほ
と
ん
ど
犠
牲

者
を
出
さ
ず
「
奇
跡
の
浜
」
と
し

て
世
界
に
知
ら
れ
た
大
船
渡
市

吉
浜
に
あ
る
真
稱
寺
は
、
加
賀
門

徒
が
四
〇
〇
年
以
上
前
に
開
い

た
お
寺
で
す
。

北
陸
真
宗
と
東
北
真
宗
と
の

関
係
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
遠
い
昔
の
記
憶
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
七
年

前
の
大
震
災
が
き
っ
か
け
で
思

い
起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。
震
災
復

興
の
手
が
か
り
は
、
真
宗
移
民
の

記
憶
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
災
害
の
国
で
あ

る
日
本
は
、
被
災
と
復
興
を
繰
り

返
し
て
き
ま
し
た
。
私
は
各
地
の

浄
土
真
宗
が
伝
え
て
い
る
災
害

復
興
の
記
憶
を
た
ず
ね
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

御
手
洗 
隆 
明

真
宗
の
記
憶
を
た
ず
ね
て

自
己
紹
介

み
た
ら
い　

た
か
あ
き

大
分
県
出
身
。
真
宗
大
谷
派
教
学

研
究
所
研
究
員
・
宗
教
者
災
害
支

援
連
絡
会
世
話
人
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慈
善

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
二
十
番
で

あ
る
慈
善
で
す
。

茨
城
県
常
陸
大
宮
市
に
あ
る
、

慈
善
を
開
基
と
す
る
玉
川
山
宝

寿
院
常
弘
寺
に
よ
る
と
、
慈
善

の
俗
名
は
壷
井
大
学
頭
橘
重
義

（
つ
ぼ
い
だ
い
が
く
の
か
み　

た
ち
ば
な
し
げ
よ
し
）
と
い
い
、

後
鳥
羽
上
皇
の
家
臣
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。

後
鳥
羽
上
皇
と
い
え
ば
、
法

然
上
人
や
親
鸞
聖
人
を
流
罪
に

し
た
方
で
す
。
流
罪
と
な
っ
た

理
由
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま

す
が
、
親
鸞
聖
人
が
「
無
実
風

聞
に
よ
り
て
罪
科
に
処
せ
ら
る

る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
後
鳥
羽
上
皇
が
噂
話
を

真
に
受
け
た
た
め
に
、
無
実
の

罪
を
着
せ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
壷
井
重
義
の
身
分
は
、
朝
廷

の
官
僚
育
成
機
関
で
あ
っ
た
大

学
寮
の
長
官
で
あ
る「
大
学
頭
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
従

五
位
上
相
当
の
役
職
で
、
天
皇

の
住
ま
い
で
あ
る
清
涼
殿
の
殿

上
の
間
に
昇
る
こ
と
を
許
さ
れ

る
殿
上
人（
て
ん
じ
ょ
う
び
と
）

の
最
下
位
に
な
り
ま
す
。
ち
な

み
に
親
鸞
聖
人
の
父
で
あ
る
日

野
有
範
は
、
従
六
位
上
相
当
の

皇
太
后
宮
大
進
で
あ
っ
た
と
さ

れ
ま
す
か
ら
殿
上
人
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
は
親
の

官
位
が
子
供
に
も
使
わ
れ
ま
す

か
ら
、
親
鸞
聖
人
よ
り
身
分
が

高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
三
位
以
上
の
身
分
で
あ

る
公
卿
の
よ
う
な
貴
族
で
は
な

い
も
の
の
、
上
級
役
人
で
あ
っ

た
壷
井
重
義
で
す
が
、
冤
罪
に

よ
っ
て
京
を
追
放
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
常
陸
国
に
流
れ
着
き
、

聖
徳
太
子
を
祀
る
太
子
堂
を
住

ま
い
と
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、

こ
の
時
す
で
に
僧
侶
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
太
子
堂
は
、
奈
良
の
橘

寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
、
聖
徳

太
子
が
自
ら
刻
ん
だ
太
子
像
を
、

こ
の
地
域
の
豪
族
で
あ
っ
た
佐

竹
氏
が
こ
の
地
に
遷
し
た
も
の

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
以
前

に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖

人
は
聖
徳
太
子
を
日
本
の
お
釈

迦
さ
ま
と
し
て
尊
敬
な
さ
っ
て

い
ま
し
た
。
橘
寺
は
、
聖
徳
太

子
が
生
ま
れ
た
場
所
に
建
て
ら

れ
た
と
も
言
わ
れ
る
寺
で
、
聖

徳
太
子
の
父
で
あ
る
用
明
天
皇

の
別
宮
を
、
聖
徳
太
子
自
ら
が

寺
に
改
め
た
と
さ
れ
る
、
聖
徳

太
子
建
立
七
大
寺
の
一
つ
で
す
。

当
初
は
、
中
門
、
塔
、
金
堂
、

講
堂
か
ら
な
る
寺
で
し
た
が
、

何
度
も
火
災
に
あ
い
、
現
在
は

太
子
堂
と
観
音
堂
だ
け
が
再
建

さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
も

京
に
お
ら
れ
た
時
に
は
聖
徳
太

子
の
旧
跡
を
回
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、

常
陸
に
来
ら
れ
た
時
に
こ
の
太

子
堂
に
立
ち
寄
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
堂
守
を
し
て

い
た
壷
井
重
義
と
出
会
い
、同
じ

よ
う
な
境
遇
の
者
同
士
意
気
投

合
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

現
在
、
常
弘
寺
に
安
置
さ
れ

て
い
る
聖
徳
太
子
像
は
、
残
念

な
が
ら
時
代
の
新
し
い
も
の
で

す
。
た
だ
し
、
寺
の
場
所
は
か
つ

て
太
子
堂
が
建
っ
て
い
た
場
所

と
同
じ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
の

よ
う
な
裁
判
制
度
の
な
か
っ
た

時
代
で
す
か
ら
、
多
く
の
人
た

ち
が
無
実
の
罪
で
刑
を
受
け
て

い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
ご
縁
で
、
こ
の
お

二
人
が
出
会
う
こ
と
に
も
な
っ

た
の
で
す
。

真
宗
人
物
伝
第
四
十
五
回

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

七
月
三
日（
火
）

　

八
月
七
日（
火
）

　

九
月
四
日（
火
）

　

F
M-

N
1（
七
十
六
･

三
M
H ｚ
）で
午
後
一
時
半

か
ら
一
時
間
放
送
し
ま
す
。

番
組
名
は「
生
活
一
番
シ
ャ

ト
ル
便　

住
職
の
よ
も
や

ま
話
」
で
す
。再
放
送
は
放

送
日
の
午
後
十
一
時
と
土

曜
日
の
朝
七
時
か
ら
の
二

回
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
も
聞
け
ま
す
。

徳
法
寺
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
　

ご
案
内

　
「
僧
伽
」の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
や
報
恩
講
、春
秋
彼
岸

の
案
内
、
お
講
の
案
内
、
学

習
会
の
レ
ジ
ュ
メ
、
交
流
広

場
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は

http://tokuhou-ji.com
/

で
す
。
是
非
覗
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。
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仏
と
衆
生
（
一
）

仏
と
は
「
ブ
ッ
ダ
」（
仏
陀
）の

こ
と
で
、
日
本
語
に
す
る
と
「
真

実
に
目
覚
め
た
者
」
や
「
悟
り
を

開
い
た
者
」と
い
う
意
味
で
す
。

仏
教
は
「
仏
に
よ
る
教
え
」
と

い
う
意
味
と
「
仏
に
な
る
た
め
の

教
え
」と
い
う
両
方
の
意
味
が
あ

り
ま
す
。初
期
仏
教
は
「
仏
に
よ

る
仏
に
な
る
た
め
の
教
え
」
で

あ
っ
た
の
で
す
が
、
時
代
と
共
に

私
た
ち
が
簡
単
に
お
釈
迦
さ
ま

の
よ
う
に
な
れ
る
は
ず
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
生
き
て
い

る
間
に
は
仏
に
な
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

仏
に
な
る
た
め
の
教
え
で
あ

る
の
に
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
い
う
こ
の
矛
盾
に
、
多

く
の
僧
侶
た
ち
が
取
り
組
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
解
決
策

の
一
つ
が
天
台
宗
を
中
心
に
説

か
れ
た
「
本
覚
思
想
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
も
い

く
つ
か
の
解
釈
が
あ
る
の
で
す

が
、
代
表
的
な
も
の
は
「
す
べ

て
の
衆
生
は
、
本
来
皆
仏
で
あ

る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ

を
窺
わ
せ
る
親
鸞
聖
人
の
和
讃

が
あ
り
ま
す
。

罪
業
も
と
よ
り
所
有
な
し

妄
想
顛
倒
よ
り
お
こ
る

心
性
み
な
も
と
き
よ
け
れ
ば

衆
生
す
な
わ
ち
仏
な
り

こ
れ
は
「
す
べ
て
の
衆
生
は

宿
業
と
し
て
生
ま
れ
る
以
前
か

ら
持
っ
て
い
る
よ
う
な
罪
は
あ

り
ま
せ
ん
。
誤
っ
た
理
解
や
考

え
方
に
よ
っ
て
罪
が
起
き
て
し

ま
う
の
で
す
。
本
来
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
性
は
皆
清
ら
か
な
も

の
な
の
で
、
衆
生
と
は
皆
仏
な

の
で
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
は
後

に
こ
の
和
讃
を
次
の
よ
う
に
書

き
換
え
て
い
ま
す
。

罪
業
も
と
よ
り
か
た
ち
な
し

妄
想
顛
倒
の
な
せ
る
な
り

心
性
も
と
よ
り
き
よ
け
れ
ど

こ
の
世
は
ま
こ
と
の

　

ひ
と
ぞ
な
き

こ
の
意
味
は
「
す
べ
て
の
衆

生
が
行
う
罪
業
は
生
ま
れ
る
以

前
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
た
理
解

や
考
え
方
が
罪
を
起
こ
さ
せ
る

の
で
す
。
本
来
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
性
は
皆
清
ら
か
な
の
で
す

が
、
す
べ
て
の
衆
生
が
煩
悩
に

汚
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
世
の
中
に
仏
と
呼
べ
る
よ

う
な
人
は
一
人
も
い
な
い
の
で

す
」
と
な
り
ま
す
。
途
中
ま
で

は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

最
後
の
一
文
で
内
容
が
逆
に

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
変
化
は
、
親
鸞
聖
人
に

と
っ
て
「
仏
と
な
る
」
と
い
う
内

容
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
表

し
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
天

台
宗
の
比
叡
山
延
暦
寺
で
仏
教

を
学
び
ま
し
た
。
最
初
の
和
讃

は
、
延
暦
寺
で
学
ん
だ
本
覚
思

想
に
よ
っ
て
、
た
と
え
こ
の
世
で

仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
て

も
、
本
来
仏
な
の
で
あ
る
か
ら

既
に
救
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
内

容
で
す
。し
か
し
、
今
現
に
苦
し

ん
で
い
る
人
に
「
あ
な
た
は
本
来

仏
で
あ
る
の
で
す
か
ら
安
心
し

て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
も
苦
し

み
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
に
し

か
な
り
ま
せ
ん
。

書
き
替
え
ら
れ
た
和
讃
は

「
自
分
は
凡
夫
で
あ
り
、自
分
の

力
で
は
決
し
て
救
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
者
で
あ
る
」
と
頷
く
こ

と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
、

法
然
上
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
念

仏
の
教
え
で
す
。
そ
の
教
え
と

は
「
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に

な
り
て
往
生
す
」（『
末
燈
鈔
』）

と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉

を
聞
い
た
の
は
、
先
の
和
讃
を

書
く
以
前
で
し
た
が
、
言
葉
が

親
鸞
聖
人
の
も
の
と
な
る
の
に

時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
法
然
上
人
か
ら
学
ん

だ
念
仏
の
教
え
は
、「
こ
の
世
で

仏
に
な
る
」
教
え
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
死
ぬ
ま
で
凡
夫
で
あ
り

続
け
る
」
こ
と
に
頷
く
教
え
で

す
。「
仏
に
な
る
」
こ
と
が
な
く

て
も
救
わ
れ
る
道
と
し
て
「
往

生
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
見
出

し
た
の
が
浄
土
教
な
の
で
す
。

で
は
私
と
仏
が
全
く
無
縁
で

あ
る
の
か
と
い
う
と
、
修
行
な

ど
し
な
く
て
も
仏
心
が
届
け
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
阿

弥
陀
仏
の
廻
向
と
い
う
の
で
す

が
、
こ
の
お
話
は
次
回
に
回
し

ま
す
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
五
十
五
回

德
法
寺

杉　

谷　
　
　

淨



僧　　　　　伽（サンガ）(５) 第102号

と
て
つ
も
な
い
不
幸
に
見
舞

わ
れ
た
人
々
を
目
の
前
に
し
た

時
、
人
は
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば

震
災
地
域
の
人
々
の
様
子
を
メ

デ
ィ
ア
を
通
し
て
知
っ
た
時
、
す

ぐ
さ
ま
駈
け
つ
け
て
困
っ
て
い

る
人
の
力
に
な
り
た
い
と
思
う

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
被
災
地
域
が

自
分
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

な
く
て
よ
か
っ
た
と
、
胸
を
な
で

お
ろ
す
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
な
ぐ
さ
め
や
励
ま
し

の
言
葉
が
、
必
ず
し
も
相
手
の

心
に
届
く
と
は
限
ら
な
い
。
良

か
れ
と
思
っ
て
行
っ
た
行
為
も
、

自
分
は
被
害
に
遭
っ
て
い
な
い

と
い
う
優
越
感
や
傲
慢
さ
に
汚

染
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
は
、
第

三
者
の
気
持
ち
に
敏
感
だ
。
私

た
ち
は
、
所
詮
他
人
の
苦
し
み

な
ん
て
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
分

か
ら
な
い
と
、
い
っ
た
ん
差
し

伸
べ
た
手
を
引
っ
込
め
る
こ
と

に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

被
災
地
救
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
他
人
の
た
め
に
行
う
行

為
は
、
一
般
に
利
他
的
行
為
と

言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
な

か
な
か
困
難
な
問
題
を
は
ら
ん

で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
人
は
そ

れ
ぞ
れ
が
自
分
独
自
の
人
生
を

歩
ん
で
い
て
、
誰
も
他
人
に
な

り
か
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
、
厳
然
た
る
事
実
が
横
た

わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た

人
々
は
、
自
分
が
、（
も
し
く
は

自
分
た
ち
が
、）社
会
の
中
で
孤

立
し
た
存
在
と
し
て
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
を

突
き
つ
け
ら
れ
る
。

そ
の
典
型
が
、
ら
い
病
患
者

で
あ
る
。
彼
ら
は
病
気
に
よ
る

肉
体
的
苦
痛
に
加
え
て
、
社
会

か
ら
隔
離
さ
れ
る
と
い
う
精
神

的
苦
痛
を
も
味
わ
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

神
谷
恵
美
子
は
、
瀬
戸
内
海

の
孤
島
に
あ
る
愛
生
園
と
い
う

ら
い
病
患
者
の
隔
離
施
設
に
飛

び
込
ん
で
、
臨
床
研
究
を
し
た

精
神
科
医
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏

は
、
安
易
な
同
情
な
ど
受
け
付

け
な
い
、
人
間
の
究
極
の
姿
に

直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
ま
た
、
人
間
は
な
ぜ
生

き
る
の
か
、
人
間
に
と
っ
て
真

の
生
き
が
い
と
は
何
か
を
考
え

ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
自
ら

身
を
置
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
書
は
、
そ
ん
な
環
境
の

中
で
の
思
索
を
一
冊
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
論
文
と
い
う

よ
り
も
、
氏
の
思
索
の
痕
跡
を

綴
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

こ
こ
に
は
「
優
し
さ
」
な
ど
で

は
語
り
つ
く
せ
な
い
、
人
間
に

対
す
る
深
い
洞
察
が
あ
る
。

そ
の
基
本
姿
勢
は
、氏
の
次
の

よ
う
な
言
葉
に
垣
間
見
ら
れ
る
。

私
た
ち
が
ら
い
・
・
を
病
ん
で
い

た
と
し
て
も
、
べ
つ
に
ふ
し
ぎ

は
な
い
。
彼
ら
が
私
た
ち
に
代

わ
っ
て
病
ん
で
い
る
の
だ
、
と

い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
は
大

き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ら
い
病
患

者
の
苦
し
み
が
、
氏
自
身
の
苦

し
み
に
ま
で
引
き
寄
せ
ら
れ
、

ひ
い
て
は
人
類
固
有
の
苦
し
み

と
し
て
問
題
化
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
姿
勢
を

と
る
こ
と
で
、
ま
た
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
彼
ら
と
繋
が

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

氏
は
、
生
き
が
い
と
い
う
も

の
を
、
人
間
が
生
き
て
い
く
う

え
で
不
可
欠
な
も
の
と
と
ら
え

て
い
る
。
そ
し
て
生
き
が
い
を

喪
失
し
た
事
態
を
、
限
界
状
態

（
人
間
の
危
機
的
状
態
）と
呼
ぶ
。

そ
し
て
、
人
は
い
か
に
し
て
絶

望
の
中
か
ら
生
き
が
い
を
見
出

し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

目
の
前
の
ら
い
病
患
者
だ
け
で

な
く
、
著
名
な
文
学
者
や
詩
人

の
手
記
か
ら
紐
解
い
て
い
く
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
彼
女
自
身
の

生
き
方
を
問
う
こ
と
で
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
生
身
の
人
間
の

苦
悩
を
前
に
発
せ
ら
れ
る
言
葉

は
、
い
ず
れ
も
私
た
ち
の
心
に

重
く
突
き
刺
さ
る
。

こ
の
書
籍
は
、
今
年
五
月
、

N
H
K 
の
「
1
0
0
分
d
e
名

著
」
と
い
う
番
組
で
紹
介
さ
れ

た
。
お
勧
め
の
一
冊
で
あ
る
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 （
彰
）

本
の

紹
介

『
生
き
が
い
に

　
　

  

つ
い
て
』

神
谷
恵
美
子

み
す
ず
書
房

徳
法
寺
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
と
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
始
め
ま

し
た
。　

個
人
的
な
情
報
も

載
せ
て
い
ま
す
。
是
非
ご
覧

に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
は
杉
谷
淨
、
ツ

イ
ッ
タ
ー
は
t
o
k
u
h
o

u
j
i
で
す
の
で
、
検
索
し

て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

『
サ
ン
ガ
茶
話
会
』

　

毎
月
第
一
木
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
真
宗
会
館
内

　
　

囲
炉
裏
の
間

　

お
茶
と
お
菓
子
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん

と
気
楽
に
お
話
で
き
る
空

間
で
す
。相
談
と
い
う
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
ろ
、
ち
ょ
っ

と
聞
い
て
み
た
い
、
い
ろ
ん

な
人
と
話
し
て
み
た
い
と

い
う
方
大
歓
迎
で
す
。
も

ち
ろ
ん
無
料
で
す
。
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。



僧　　　　　伽（サンガ） (６)第102号

フ
ラ
ン
ス
の
港
町
マ
ル
セ
イ
ユ

を
舞
台
に
し
た
美
し
い
映
画
で

あ
る
。
物
語
は
中
盤
か
ら
テ
ン

ポ
よ
く
展
開
し
、
筋
立
て
が
よ

く
練
ら
れ
て
い
て
面
白
い
。
ス

ト
ー
リ
ー
を
ば
ら
し
て
し
ま
う

と
興
味
が
半
減
し
て
し
ま
う
の

で
、
こ
こ
で
は
観
て
の
お
楽
し
み

と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。

自
由
を
求
め
る
若
者
を
主
人

公
に
し
、そ
こ
に
男
女
の
愛
、親
子

の
愛
、
地
域
社
会
の
問
題
、
経
済

格
差
な
ど
様
々
な
要
素
が
、
絡
み

合
っ
て
く
る
。
盛
り
だ
く
さ
ん
の

テ
ー
マ
の
中
で
、
愛
憎
ま
み
え
る

人
間
模
様
が
、
驚
く
ほ
ど
明
る
く

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
。

観
客
は
、
お
そ
ら
く
ど
の
登

場
人
物
に
も
共
感
で
き
る
だ
ろ

う
。こ
の
映
画
の
中
に
は
、
誰
一

人
悪
役
は
い
な
い
。
全
員
が
い
い

人
な
の
で
あ
る
。こ
れ
は
あ
る
意

味
で
斬
新
と
言
え
る
。
同
じ
ス

ト
ー
リ
ー
で
暗
い
ド
ロ
ド
ロ
し

た
陰
惨
な
映
画
を
撮
る
こ
と
も

可
能
だ
ろ
う
。

こ
の
手
法
、
ど
こ
か
で
見
た
こ

と
が
あ
る
気
が
し
た
。
そ
し
て
、

し
ば
ら
く
考
え
て
思
い
当
た
っ

た
。
山
田
洋
二
監
督
で
あ
る
。

「
寅
さ
ん
」の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、登

場
人
物
全
員
が
、
善
人
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
複
雑
な
人
情

の
機
微
を
描
き
切
っ
て
い
た
。

見
終
わ
っ
た
後
、
す
べ
て
の
人

間
を
愛
せ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な

気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
映
画

で
あ
る
。
人
間
に
対
す
る
限
り

な
く
温
か
い
眼
差
し
は
、
意
外

な
ほ
ど
に
説
得
力
を
持
つ
も
の

だ
と
思
っ
た
。

青
い
目
の
少
女
レ
ス
リ
ー
・

キ
ャ
ノ
ン
の
美
貌
と
、
名
優
シ
ャ

ル
ル
・
ボ
ワ
イ
エ
の
渋
い
演
技
が

光
る
。
一
九
六
一
年
ア
メ
リ
カ

映
画
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
） 

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◎
秋
彼
岸

九
月
二
十
三
日（
日
・
祝
）

午
後
二
時
よ
り

◎
報
恩
講

十
月
十
日（
水
）

お
逮
夜　

午
前
十
時

お
日
中　

午
後
一
時
半

法
話　

佐
々
木
五
六
師 

◆
德
法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
︱
四

　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

◎
徳
法
寺
仏
教
入
門
講
座
一

　

イ
ン
ド
仏
教
史

毎
月
二
十
一
日

 
榎
榎
榎 

午
後
七
時
半
よ
り

　

講
師　

杉
谷　

淨

七
月　

釈
迦
伝
説
一

 
榎
榎 
釈
迦
の
誕
生
か
ら
出
家

八
月　

釈
迦
伝
説
二

 
榎
榎
榎 
求
道
か
ら
悟
り
ま
で

九
月　

釈
迦
伝
説
三

 
榎
榎
榎 
釈
迦
と
弟
子
た
ち　

十
月　

釈
迦
伝
説
四

 
榎
榎
榎 
釈
迦
と
信
徒
た
ち　

◎
秋
彼
岸

鍵
井
靖
章
水
中
写
真
展

九
月
二
十
日（
木
）～

 
榎
榎
榎
榎 

二
十
六
日（
水
）

◎
秋
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

　

九
月
二
十
三
日（
日
・
祝
）

午
後
一
時
よ
り

　

講
師　

藤
原　

正
洋
師

午
後
三
時
よ
り

　

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

　
　
　
　

鍵
井　

靖
章
氏

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

「
フ
ァニ
ー
」

   

限
り
な
く
善
良
な
人
々
の

   

繰
り
広
げ
る
愛
の
物
語

映
画
の
紹
介

『
心
の
相
談
室
』

　

毎
月
第
四
土
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
横

　
　
「
い
ち
ょ
う
館
」二
階

　

相
談
無
料

　

日
常
生
活
で
の
い
ろ
い

ろ
な
悩
み
、
家
族
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
学
校
の
こ

と
、
仏
事
の
疑
問
等
を
、

僧
侶
が
お
聞
き
し
ま
す
。

各
寺
の
ご
案
内

徳
法
寺
の
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
と
ツ
イ
ッ
タ
ー
を

始
め
ま
し
た
。
是
非
ご
覧

に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
杉
谷

淨
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
は
t
o

k
u
h
o
u
j
i
で
す
。


