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僧　　　　　伽（サンガ）(１) 第92号

上
の
写
真
は
、若
い
頃
に
ペ
ル
ー
の

マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
を
訪
れ
た
時
に
撮
っ

た
写
真
で
す
。ア
ン
デ
ス
の
奥
地
で
発

見
さ
れ
た
こ
の
遺
跡
は
、訪
れ
て
み
た

い
世
界
遺
産
の
一
位
に
選
ば
れ
て
い

ま
す
。多
く
の
人
た
ち
が
こ
の
遺
跡
に

引
き
付
け
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、急
勾

配
の
山
の
頂
に
、こ
の
よ
う
な
都
市
を

造
り
上
げ
た
人
た
ち
の
持
っ
て
い
た

技
術
力
と
知
恵
に
驚
か
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
だ
け
高
度
な
文
明
を
持
っ
て
い

た
人
た
ち
が
、住
み
慣
れ
た
土
地
を
追

わ
れ
て
、こ
の
よ
う
な
僻
地
に
都
市
を

築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
歴
史
が
、訪
れ
た
人
の
心
を
と
ら
え

る
か
ら
で
し
ょ
う
。

過
去
の
歴
史
や
文
化
に
触
れ
た
と

き
、
今
の
私
が
当
た
り
前
の
よ
う
に

使
っ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
が
、数
え

切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
人
た
ち
の
人

生
を
通
し
て
、よ
う
や
く
私
の
手
元
に

届
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、そ
れ
ら
の
人
た
ち

す
べ
て
に
人
生
が
あ
っ
た
の
で
す
。過

去
は
、過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
抜
け
殻

で
は
な
く
、現
在
を
作
り
上
げ
て
い
る

礎
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、過
去
を
軽

視
す
る
こ
と
は
、現
在
を
否
定
す
る
こ

と
に
繋
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

昨
年
届
い
た
ニ
ュ
ー
ス
の
中
に
、マ

チ
ュ
ピ
チ
ュ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い

世
界
遺
産
で
あ
る
、シ
リ
ア
の
パ
ル
ミ

ラ
遺
跡
が
イ
ス
ラ
ム
国
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
十
五
年
前
に
は
、タ
ー
リ
バ
ー
ン

に
よ
っ
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
あ
っ

た
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
大
仏
が
爆
破
さ
れ

ま
し
た
。
日
本
で
も
、か
つ
て
多
く
の

遺
跡
や
寺
院
・
城
な
ど
が
、
託
さ
れ
た

記
憶
と
共
に
破
壊
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
度
に
私
た
ち
は
多
く
の
過
去
の

記
憶
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

壊
す
に
も
理
由
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、過
去
が
現
在
を
作
っ
て
い
る
よ

う
に
、
現
在
が
未
来
を
作
っ
て
い
く
の
で

す
。
現
在
の
行
為
が
未
来
の
人
た
ち
の

過
去
の
記
憶
を
も
消
し
去
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。
過
去
と
未
来

に
心
を
馳
せ
る
こ
と
で
、
今
と
い
う
一

瞬
が
生
か
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。

　

過
去
に
生
か
さ
れ
る
現
在

德　

法　

寺　

杉　

谷　
　
　

淨　

過
去
・
未
来
・
現
在
、

三
世
の
諸
仏
の

淨
業
の
正
因
な
り
。

 
厭
厭
厭
厭
厭 
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』

　
『
仏
説
無
量
寿
経
』・『
仏
説

阿
弥
陀
経
』
と
並
ぶ
、
浄
土

三
部
経
の
一
つ
。
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ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
と
い
う
雑

誌
を
路
上
販
売
し
つ
つ
日
々
を

過
ご
し
て
い
ま
す
。

外
国
人
観
光
客
の
方
か
ら

「
日
本
に
も
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー

が
あ
る
の
か
！
」
と
驚
か
れ
る

こ
と
が
ま
ま
あ
り
ま
す
し
、
東

京
あ
た
り
か
ら
の
日
本
人
観
光

客
の
方
に
も
「
金
沢
（
の
よ
う

な
地
方
都
市
）
に
も
ビ
ッ
グ
イ

シ
ュ
ー
が
あ
る
の
か
！
」
と

び
っ
く
り
さ
れ
る
と
い
う
事
も

し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

売
っ
て
い
る
本
人
か
ら
見
る

と
、
こ
う
い
う
興
味
深
い
反
応

が
毎
日
の
よ
う
に
あ
っ
た
り
し

て
、
退
屈
し
な
い
も
の
で
す
。

か
と
思
え
ば
、「
朝
か
ら
晩
ま

で
立
ち
っ
ぱ
な
し
だ
と
退
屈
す

る
だ
ろ
う
」
と
ば
か
り
に
、
ご

不
要
に
な
っ
た
本
を
譲
り
受
け

る
事
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
そ
の
本
を
読
ん
で

い
る
姿
を
目
撃
さ
れ
て
、「
そ
ん

な
に
本
が
好
き
な
の
か
」
と
別

の
方
か
ら
も
本
を
譲
り
受
け
る
、

そ
ん
な
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
、

い
つ
の
間
に
か
毎
日
が
読
書
三

昧
と
い
う
、
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー

を
売
る
為
に
路
上
に
立
っ
て
い

る
の
か
、
読
書
を
す
る
為
に
街

角
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
本
末

転
倒
も
甚
だ
し
い
今
日
こ
の
頃

で
す
。

そ
う
や
っ
て
読
ん
で
み
た
本

の
な
か
で
も
特
に
印
象
深
か
っ

た
の
は
、
今
さ
ら
と
言
わ
れ
そ

う
で
す
が
太
宰
治
作
品
で
し
ょ

う
か
。
現
在
四
十
八
歳
に
し
て

本
当
に
今
さ
ら
初
め
て
太
宰
を

読
む
。

正
直
「
人
間
失
格
」
を
お
譲

り
頂
い
た
時
に
は
、
タ
イ
ト
ル

か
ら
受
け
る
陰
気
な
イ
メ
ー
ジ

に
後
ず
さ
り
し
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
覚
悟
を
決
め
て
読

み
進
め
て
み
ま
す
と
、
い
つ
の

間
に
か
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
読

ん
で
い
る
。 

中
年
と
な
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス

生
活
も
経
験
し
て
き
て
幾
分
荒

み
屈
折
し
た
心
、
四
十
八
年
間

分
の
世
間
の
手
垢
に
ま
み
れ
た

濁
っ
た
目
で
読
む「
人
間
失
格
」

は
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
ブ

ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
の
魅

力
に
満
ち
て
い
る
ん
で
す
ね
。

お
話
そ
の
も
の
は
、
素
直
に

読
む
と
確
か
に
陰
鬱
な
物
語
で

す
よ
ね
。
で
す
が
物
語
の
語
り

口
で
あ
っ
た
り
、
台
詞
で
あ
っ

た
り
の
言
い
回
し
が
絶
妙
な
さ

じ
加
減
で
と
ぼ
け
て
る
。
す
っ

と
ぼ
け
て
る
と
言
っ
て
も
い
い

く
ら
い
。
も
う
そ
ん
な
言
い
方

し
た
ら
ギ
ャ
グ
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
程
。　

「
人
間
失
格
」以
外
の
作
品
に

も
笑
え
る
も
の
が
多
々
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、

「
極
度
に
凹
む
と
、裏
の
は
う

が
ふ
く
れ
て
來
る
。
つ
ま
り
、

あ
の
自
尊
心
の
倒
錯
で
あ
る
。」

（「
新
釋
諸
國
噺
」
内
供
貧
の

意
地
僑）

こ
れ
、
作
中
に
登
場
す
る
人

物
を
評
し
た
一
文
で
す
が
、
太

宰
自
身
の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の

じ
ゃ
な
い
の
か
、
と
い
ら
ぬ
深

読
み
を
し
て
、
や
っ
ぱ
り
笑
っ

て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。「
つ
ま

り
、
あ
の
」
の
部
分
な
ん
て
ま

さ
に
そ
う
。

「
人
間
失
格
」
を
、
太
宰
作
品

を
、供
一
過
性
の
熱
病
小
説
僑
と

し
て
片
付
け
る
の
は
も
っ
た
い

な
い
。
そ
う
い
う
見
方
は
一
面

を
捉
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
年
齢

を
重
ね
る
ご
と
に
異
な
る
捉
え

方
が
で
き
る
多
様
性
を
秘
め
た

味
わ
い
。
こ
れ
こ
そ
が
太
宰
の

最
大
の
魅
力
な
の
じ
ゃ
な
い
か

な
と
。

中
年
期
以
降
の
視
線
で
読
む

太
宰
、
お
す
す
め
で
す
。
よ
ろ

し
け
れ
ば
お
試
し
く
だ
さ
い
。

小
坂
保
行

濁
っ
た
視
点
で
読
む
物
語

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

こ
さ
か　

や
す
ゆ
き　

石
川
県
出
身
。
小
松
で
出
生
、
本

籍
地
は
輪
島
、
金
沢
で
育
つ
。
四

年
近
く
の
ホ
ー
ム
レ
ス
生
活
を

経
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
路
上
で
売

る
雑
誌
「
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
日
本

版
」
の
販
売
者
と
な
る
。
住
居
を

得
た
現
在
も
香
林
坊
大
和
前
に

て
販
売
中
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
鴨
長

明
、
エ
リ
ッ
ク
・
サ
テ
ィ
を
自
ら

の
心
の
友
と
勝
手
に
決
め
つ
け

て
い
る
。
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定 　
 
信 

じ
ょ
う 

し
ん

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
十
四
番
で

あ
る
定
信
で
す
。

定
信
を
開
基
と
し
て
い
る
寺

は
、
大
谷
派
に
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
茨
城
県
那
珂
市
額
田

に
あ
る
阿
弥
陀
寺
で
す
。
こ
の

寺
が
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、親
鸞
聖
人
が
那
珂
川（
な

か
が
わ
）
沿
い
に
大
山
草
庵
を

開
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
所
に
、

園
城
寺
（
三
井
寺
）
の
僧
で
あ

る
慈
慶
が
訪
ね
て
き
て
弟
子
入

り
し
「
定
信
」
と
法
名
を
賜
っ

た
と
い
い
ま
す
。
十
年
間
こ
の

草
案
で
教
え
を
説
か
れ
た
後
、

親
鸞
聖
人
は
定
信
に
こ
こ
を
託

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
定
信

が
亡
く
な
っ
た
後
、
親
鸞
聖
人
の

玄
孫
で
あ
る
善
明
上
人
が
こ
の

草
庵
を
引
き
継
ぎ
、
現
在
二
十

七
代
目
が
継
承
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。明
徳
二
年
（
一
三

九
一
年
）、戦
火
の
た
め
焼
失
し
、

現
在
の
地
へ
移
転
し
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
茨
城
県
那
珂

郡
東
海
村
に
あ
る
願
船
寺
で
す
。

こ
の
寺
が
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
清
和
天
皇
の
第
五

皇
子
で
あ
っ
た
園
城
寺
の
尭
範

阿
闍
梨
（
ぎ
ょ
う
は
ん
あ
じ
ゃ

り
）
が
、
佐
竹
氏
の
祈
願
所
で

あ
っ
た
大
山
の
願
泉
寺
を
預

か
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ

の
庭
に
あ
っ
た
梅
の
木
の
そ
ば

に
、
十
六
歳
の
聖
徳
大
子
が
現

れ
「
稲
田
へ
参
詣
し
、
親
鸞
聖

人
の
弟
子
と
な
り
な
さ
い
。
法

名
は
定
信
と
授
け
る
」
と
霊
告

し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
名

を
定
信
と
改
め
、
親
鸞
聖
人
の

弟
子
と
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

ま
た
別
の
言
い
伝
え
で
は
、

園
城
寺
安
信
房
尭
範
が
、
佐
竹

氏
に
招
か
れ
て
吉
田
郡
石
神
郷

の
願
泉
寺
を
開
い
て
い
ま
し
た

が
、
親
鸞
に
帰
依
し
て
「
定
信
」

と
名
を
改
め
た
と
い
い
ま
す
。

大
山
草
庵
も
継
承
ま
す
が
、
亡

く
な
っ
た
後
に
、
同
じ
く
親
鸞

聖
人
の
弟
子
で
あ
っ
た
善
明
と

学
明
の
兄
弟
が
、
そ
れ
ぞ
れ
阿

弥
陀
寺
と
願
泉
寺
を
継
い
だ
と

い
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
の
は

園
城
寺
の
僧
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
園
城
寺
は
派
こ
そ

違
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
が
学

ん
で
い
た
延
暦
寺
と
同
じ
天
台

系
の
寺
院
で
す
か
ら
、
共
感
す

る
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
寺
を
継

い
だ
と
い
う
善
明
上
人
で
す
が
、

親
鸞
聖
人
の
玄
孫
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
玄
孫
と
は

孫
の
孫
で
す
か
ら
、
定
信
が
親

鸞
聖
人
と
同
世
代
だ
と
考
え
る

と
無
理
が
あ
る
よ
う
で
す
。
関

東
に
は
親
鸞
聖
人
の
長
男
・
善

鸞
上
人
の
流
れ
を
汲
む
願
入
寺

が
あ
り
ま
す
か
ら
「
善
」
の
字

つ
な
が
り
で
連
想
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

願
泉
寺
は
、
後
に
親
鸞
の
教

え
に
感
動
し
た
徳
川
光
圀
が

「
難
度
の
苦
海
に
は
四
十
八
の

願
船
あ
り
」
と
述
べ
て
一
字
を

改
め
さ
せ
願
船
寺
と
な
っ
た
と

い
い
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時

代
後
期
、
水
戸
藩
九
代
藩
主
徳

川
斉
昭
（
な
り
あ
き
、
江
戸
幕

府
最
後
の
将
軍
・
徳
川
慶
喜
の

実
父
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
仏

教
弾
圧
政
策
に
抵
抗
し
た
た
め
、

寺
は
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
政
策
と
は

・
寺
院
の
釣
鐘
や
仏
像
を
没
収

し
て
大
砲
の
材
料
と
す
る
。

・
廃
寺
や
道
端
の
地
蔵
の
撤
去
。

・
村
ご
と
に
神
社
を
設
置
。

・
僧
侶
が
行
っ
て
い
た
人
別
改

を
神
官
の
管
理
へ
と
移
行
。

・
仏
式
の
葬
儀
を
禁
止
し
、
神

式
に
す
る
。

・
抵
抗
す
る
寺
院
は
廃
し
、
僧

侶
は
還
俗
さ
せ
る
。

こ
の
仏
教
弾
圧
も
一
因
と

な
っ
て
、
徳
川
斉
昭
は
幕
府
か

ら
隠
居
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
こ
の
政
策
は
明
治
政
府

の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

明
治
政
府
は
神
式
の
葬
儀
を

奨
励
し
、
神
式
専
用
の
墓
地
を

作
り
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
青

山
墓
地
で
す
。
ま
た
明
治
六
年

に
は
仏
教
の
習
俗
で
あ
る
と
し

て
火
葬
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
は
二
年
足
ら
ず
で
廃

止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ

う
な
仏
教
に
対
す
る
逆
風
を
願

船
寺
は
一
早
く
受
け
て
い
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

現
在
は
本
堂
も
再
建
さ
れ
、

親
鸞
聖
人
が
植
え
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
大
銀
杏
を
今
も

見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

真
宗
人
物
伝
第
三
十
九
回

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

一
月
五
日（
火
）

　

二
月
二
日（
火
）

　

三
月
一
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
週
の
土
曜
朝
七
時

か
ら
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
聞
け
ま
す
。



僧　　　　　伽（サンガ） (４)第92号

佐
藤
優
氏
と
言
え
ば
、
対
ロ

シ
ア
外
交
の
最
前
線
で
活
躍
す

る
も
、
鈴
木
宗
雄
の
事
件
に
絡

ん
で
、
背
任
と
偽
計
業
務
妨
害

罪
で
逮
捕
起
訴
さ
れ
た
人
物
だ
。

（
〇
九
年
に
執
行
猶
予
付
の
有

罪
判
決
を
受
け
、
一
三
年
に
執

行
猶
予
期
間
満
了
）

現
在
彼
は
、
豊
富
な
読
書
量

を
生
か
し
て
執
筆
活
動
に
専
念

し
て
い
る
。
そ
の
鋭
い
分
析
力

は
、
さ
す
が
元
国
際
情
報
局
の

主
任
分
析
官
と
う
な
ら
せ
る
も

の
が
あ
る
。

さ
て
、彼
は
、こ
の
書
の
中
で
、

「
反
知
性
主
義
」
な
る
も
の
が
、

こ
の
国
を
お
か
し
く
し
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
定
義

す
る
反
知
性
主
義
と
は
、「
実
証

性
と
客
観
性
を
軽
視
も
し
く
は

無
視
し
て
、
自
分
が
欲
す
る
よ

う
に
世
界
を
理
解
す
る
態
度
」

の
こ
と
で
あ
る
。

「
反
知
性
主
義
」
は
、
決
し
て

教
養
の
な
い
人
に
の
み
見
ら
れ

る
傾
向
で
は
な
い
。
む
し
ろ
中

途
半
端
な
教
養
が
あ
る
が
ゆ
え

に
、
こ
の
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

「
ナ
チ
ス
の
手
法
に
学
ん
だ

ら
ど
う
か
ね
」
と
い
う
麻
生
太

郎
の
発
言
を
覚
え
て
お
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。
こ
の
物
議
を
呼
ん

だ
副
総
理
の
発
言
を
、
佐
藤
氏

は
典
型
的
な
「
反
知
性
主
義
」

の
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

実
際
、
こ
の
発
言
は
、
前
後

を
含
め
て
何
度
読
み
直
し
て
も
、

何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
の
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
は
、
民
主
主
義
を

保
証
し
て
い
た
が
、
民
衆
が
気

が
付
か
な
い
間
に
ナ
チ
ス
は
そ

れ
を
ナ
チ
ス
憲
法
に
改
正
し
て

い
た
。
日
本
国
憲
法
も
「
大
騒

ぎ
し
な
い
で
」
こ
っ
そ
り
改
正

し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
こ
う
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

静
か
な
環
境
で
冷
静
に
憲
法

論
議
を
す
べ
き
だ
と
言
い
た
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。こ
れ
以
上
善
意

に
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

思
わ
れ
る
が
、
ナ
チ
ス
憲
法
が
、

静
か
な
憲
法
論
議
の
末
生
ま
れ

た
憲
法
の
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
佐
藤
氏
は
重
要
な
事

実
を
指
摘
を
し
て
い
る
。「
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
は
憲
法
を
改
正
し

て
お
ら
ず
、
ナ
チ
ス
政
権
時
代

の
ド
イ
ツ
で
も
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
は
形
式
的
に
は
維
持
さ
れ
て

い
た
」
と
。
確
か
に
、
ナ
チ
ス

の
独
裁
政
権
を
可
能
に
し
た
の

は
、
全
権
委
任
法
と
い
う
法
律

で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
憲
法
を
改

正
し
た
わ
け
で
も
、
新
し
い
憲

法
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

つ
ま
り
麻
生
発
言
に
は
、
根
本

的
な
事
実
誤
認
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
発
言
に
は
、
国
民
の
意

志
を
軽
視
し
て
、
政
府
主
導
で

憲
法
を
改
正
し
た
い
と
い
う
麻

生
氏
の
願
望
が
露
骨
に
透
け
て

見
え
る
。
そ
の
思
い
が
強
す
ぎ

て
、
そ
れ
が
氏
の
中
途
半
端
な

教
養
と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
。

結
果
、
彼
は
見
事
に
「
反
知
性

主
義
」
の
罠
に
は
ま
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
発
言
が
、
ナ
チ
ス
と
い

う
言
葉
に
敏
感
な
欧
米
諸
国
に

与
え
た
衝
撃
は
計
り
知
れ
な
い

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
が
こ

う
む
っ
た
不
利
益
は
決
し
て
無

視
で
き
な
い
。

で
は
、
こ
の
「
反
知
性
主
義
」

は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
克
服

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
佐
藤
氏

は
、
巷
に
氾
濫
す
る
「
話
し
言

葉
」で
は
な
く
、「
書
き
言
葉
」で

考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘

し
て
い
る
。
い
か
に
麻
生
氏
が

大
衆
文
化
で
あ
る
マ
ン
ガ
に
精

通
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ

だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
の
だ
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
他
人
の
気

持
ち
に
な
っ
て
考
え
る
訓
練
を

す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
後

者
は
や
や
意
外
な
感
じ
が
す
る

が
、
彼
が
信
奉
す
る
キ
リ
ス
ト

教
の
影
響
が
反
映
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
っ
た
。

か
つ
て
外
務
省
の
ラ
ス
プ
ー

チ
ン
と
恐
れ
ら
れ
た
佐
藤
優
氏

に
対
し
て
、
恐
れ
多
い
こ
と
で

は
あ
る
が
、
世
の
中
に
は
、
自

分
と
よ
く
似
た
こ
と
を
考
え
て

い
る
人
が
い
た
も
の
だ
と
感
心

し
た
。
私
が
「
僧
伽
」
で
こ
の

二
、
三
年
取
り
上
げ
て
き
た
問

題
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
、疑
似
科
学
、占
い
、

行
き
過
ぎ
た
懐
古
主
義
・
・
・
・
・

な
ど
は
、
す
べ
て
こ
の
「
反
知

性
主
義
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ひ

と
く
く
り
に
で
き
る
か
ら
だ
。

（
も
う
一
度
読
み
返
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。）

私
は
、「
反
知
性
主
義
」
対
策

と
し
て
、
何
事
も
人
の
考
え
を

鵜
呑
み
に
し
な
い
こ
と
、
自
分

の
頭
で
検
証
し
考
え
る
こ
と
を

提
案
し
た
い
。
そ
し
て
何
よ
り

も
重
要
な
こ
と
は
、
私
た
ち
は
、

誰
で
も
、
例
外
な
く
「
反
知
性

主
義
」
に
陥
る
危
険
性
を
も
つ

こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
だ
と
思

う
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

『
知
性
と
は
何
か
』

佐
藤　

優 

著

祥
伝
社
新
書

本
の
紹
介（
一
）

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
。



僧　　　　　伽（サンガ）(５) 第92号

村
上
さ
ん
は
、
日
本
語
の
文

体
に
革
命
を
起
こ
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
ま
ず
英
語
で
文
章

を
書
き
、
そ
れ
を
日
本
語
に
翻

訳
し
て
文
章
を
書
い
た
と
い
う

話
は
結
構
有
名
だ
。
誰
も
こ
ん

な
こ
と
は
思
い
つ
か
な
い
と
思

う
が
、
そ
の
結
果
、
独
特
の
簡

潔
な
文
体
が
生
ま
れ
た
ら
し
い
。

し
か
し
デ
ビ
ュ
ー
当
時
、
こ
の

文
体
は
、
批
評
家
た
ち
か
ら
か

な
り
叩
か
れ
た
そ
う
だ
。
こ
ん

な
翻
訳
調
の
文
章
は
日
本
語
で

は
な
い
と
。

し
か
し
、
村
上
春
樹
と
言
え

ば
、
今
で
は
日
本
を
代
表
す
る

作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
誰
も

彼
の
小
説
を
純
文
学
で
は
な
い

と
い
う
人
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
例
は
、
ほ
か
の

分
野
で
は
、
決
し
て
珍
し
い
こ

と
で
は
な
い
。
今
ま
で
に
な
い

個
性
的
な
も
の
が
出
現
す
る
と
、

世
の
大
人
た
ち
は
眉
を
ひ
そ
め

る
も
の
で
あ
る
。
音
楽
を
例
に

と
る
な
ら
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
そ

の
典
型
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

彼
ら
の
音
楽
は
、
今
で
は
、
音

楽
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
。

ま
た
、現
在
私
た
ち
が
、ク
ラ
ッ

シ
ッ
ク
と
呼
ん
で
い
る
音
楽
も

ほ
と
ん
ど
は
（
た
と
え
ば
ス
ト

ラ
ビ
ン
ス
キ
ー
な
ど
は
）、当
時

と
し
て
は
か
な
り
前
衛
的
だ
っ

た
よ
う
だ
。

絵
画
で
言
え
ば
、
印
象
派
や

野
獣
派
と
い
っ
た
呼
称
は
、
も

と
も
と
そ
れ
ら
に
批
判
的
な

人
々
が
皮
肉
を
込
め
て
付
け
た

蔑
称
だ
っ
た
。
し
か
し
今
で
は

そ
れ
ら
の
名
称
は
、
近
代
絵
画

の
輝
か
し
い
成
果
と
し
て
歴
史

に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
最
初
型
破
り
な
も
の

と
し
て
登
場
し
た
表
現
方
法
で

も
、
時
間
と
い
う
ふ
る
い
に
か

け
ら
れ
て
、
良
い
も
の
は
必
ず

残
っ
て
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
世
の
中
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
や
が
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
し
て
定
着
し
て
い
く
。
こ
れ

こ
そ
が
真
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
と
、
村

上
さ
ん
は
述
べ
て
い
る
。

い
か
に
し
て
個
性
的
な
作
品

を
作
り
上
げ
る
か
、
日
々
苦
心

惨
憺
し
て
い
る
、（
私
も
含
め

た
）
絵
描
き
に
と
っ
て
は
、
よ

く
ぞ
言
っ
て
く
れ
た
と
手
を
叩

き
た
い
と
こ
ろ
だ
。

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
こ

と
で
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
日

本
人
の
も
っ
と
も
苦
手
と
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き

た
。
確
か
に
、
調
和
も
大
切
で

あ
る
が
、
波
風
が
立
つ
こ
と
を

恐
れ
て
ば
か
り
い
た
の
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
、「
他
人
の
ま

ね
ご
と
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

戦
後
、
吉
田
茂
の
秘
書
と
し

て
、
G.
H.
Q.
と
互
角
に
渡
り

合
っ
た
白
洲
次
郎
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
新
憲
法
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

は
立
派
な
も
の
で
あ
る
、（
中

略
）
押
し
付
け
ら
れ
よ
う
が
、

そ
う
で
な
か
ろ
う
が
、
い
い
も

の
は
い
い
と
率
直
に
受
け
入
れ

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

良
質
な
も
の
と
、
粗
悪
な
も

の
を
見
極
め
る
力
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
そ
の
人
の
天
性
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。　

本
書
の
話
題
は
、
文
学
賞
の

持
つ
意
味
、
教
育
問
題
、
は
て

は
原
発
問
題
に
い
た
る
ま
で
多

岐
に
わ
た
る
。
僧
伽
の
読
者
の

み
な
さ
ん
に
は
、
原
発
問
題
の

と
こ
ろ
を
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
う
。

い
ま
さ
ら
な
が
ら
で
は
あ
る

が
、
村
上
さ
ん
の
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
分
析
力
と
、
文
章
力
の

確
か
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

本
の
紹
介（
二
）

『
職
業
と
し
て
の

　
　
　
　

小
説
家
』

村
上
春
樹

株
式
会
社　
　
　
　
　
　
　

ス
イ
ッ
チ
・パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

発
行

　

平
成
二
十
八
年

　
　
　
　

年
忌
法
要
の
案
内

　
一
周
忌　
　
　
　

平
成
二
十
七
年
死
亡

三
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
六
年
死
亡

七
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
二
年
死
亡

十
三
回
忌　
　
　

平
成
十
六
年
死
亡

十
七
回
忌　
　
　

平
成
十
二
年
死
亡

二
十
五
回
忌　
　

平
成
四
年
死
亡

三
十
三
回
忌　
　

昭
和
五
十
九
年
死
亡

五
十
回
忌　
　
　

昭
和
四
十
二
年
死
亡
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だ
い
な
し
（
台
無
し
）

「
せ
っ
か
く
の
チ
ャ
ン
ス
を

台
無
し
に
す
る
」
と
か
「
雨
で

旅
行
が
台
無
し
に
な
る
」
と
い

う
「
台
無
し
」
と
い
う
言
葉
で

す
が
、
も
と
も
と
は
古
く
な
り

傷
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
今
で
は
物
事

が
だ
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

広
く
指
す
例
え
と
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
「
台
無
し
」
の
「
台
」
で

す
が
、
実
は
仏
像
を
安
置
す
る

た
め
の
台
座
の
こ
と
な
の
で
す
。

古
く
な
っ
て
台
座
が
無
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
仏
像
は
、
値
が
無

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

に
由
来
し
て
い
ま
す
。
で
は
な

ぜ
台
座
が
無
い
と
値
も
な
く
な

る
の
で
し
ょ
う
。

仏
像
の
位
や
種
類
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
台
座
に
安
置
さ
れ

る
の
か
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。
つ
ま
り
、
台
座
は
仏
像
の

一
部
で
あ
り
、
台
座
に
よ
っ
て

仏
像
を
見
分
け
る
こ
と
も
あ
る

の
で
す
。
代
表
的
な
台
座
に
は

次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
蓮
華
座
（
れ
ん
げ
ざ
）

悟
り
を
表
す
蓮
華
の
形
を
し

た
台
座
で
、
如
来
や
菩
薩
に
最

も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
は
愛
染
明
王
な
ど
に

も
見
ら
れ
ま
す
。

・
須
弥
座
（
し
ゅ
み
ざ
）

世
界
の
中
心
に
あ
る
と
い
う

須
弥
山
の
形
を
し
た
台
座
で
、

如
来
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
例
外

と
し
て
は
醍
醐
寺
の
弥
勒
菩
薩

が
あ
り
ま
す
。

・
岩
座　

岩
の
形
を
し
た
台
座
で
、
十

二
神
将
な
ど
の
天
部
や
明
王
像

に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
天

王
は
、
岩
座
の
上
で
邪
鬼
を
踏

ん
で
い
ま
す
。
変
形
と
し
て
、

角
材
を
井
桁
状
に
組
ん
だ
瑟
々

座
（
し
つ
し
つ
ざ
）
は
不
動
明

王
に
、
洲
浜
座
（
す
は
ま
ざ
）

は
阿
修
羅
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

・
荷
葉
座
（
か
し
ょ
う
ざ
） 

蓮
葉
の
形
を
し
た
台
座
で
、

鬼
子
母
神
や
吉
祥
天
な
ど
位
の

高
い
天
部
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

・
裳
懸
座
（
も
か
け
ざ
）

衣（
裳
）の
裾
が
垂
れ
下
が
っ

て
い
る
台
座
で
、
法
隆
寺
金
堂

の
釈
迦
三
尊
や
中
尊
寺
の
一
字

金
輪
坐
に
見
ら
れ
ま
す
。
変
形

に
丸
椅
子
の
よ
う
な
形
の
楊
座

（
と
う
ざ
）が
あ
り
ま
す
。
中
宮

寺
や
広
隆
寺
の
弥
勒
菩
薩
に
見

ら
れ
ま
す
。

・
禽
獣
座
（
き
ん
じ
ゅ
う
ざ
）

普
賢
菩
薩
の
象
、
文
殊
菩
薩

の
獅
子
、
孔
雀
明
王
の
孔
雀
、

大
威
徳
明
王
像
の
牛
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

・
雲
座
（
う
ん
ざ
）

雲
の
形
の
台
座
で
、
飛
天
や

阿
弥
陀
如
来
に
見
ら
れ
ま
す
。

・
宣
字
座
（
せ
ん
じ
ざ
）

箱
型
の
台
座
で
形
が
「
宣
」

の
字
に
似
て
い
ま
す
。
如
来
に

用
い
ら
れ
ま
す
。

類
似
の
慣
用
句
に
「
台
座
後

光
を
仕
舞
う
」
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
仏
像
か

ら
台
座
と
後
光
を
取
る
と
威
厳

が
無
く
な
る
こ
と
か
ら
、
面
目

を
失
う
と
い
う
意
味
で
使
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
命
を
失

う
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
仏
像
を
見
に

行
か
れ
た
時
、
是
非
そ
の
台
座

に
も
気
を
付
け
て
み
て
く
だ
さ

い
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
淨
）

◆
常
徳
寺

　

金
沢
市
寺
町

　
　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　
　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◎
春
彼
岸
法
要

　

三
月
二
十
日
（
日
・
祝
）　
　

　

午
後
二
時
よ
り

◆ 

法
寺

　

金
沢
市
野
町

　
　

二
丁
目
三
二
︱
四

　
　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

◎
お
講
（
石
坂
同
信
会
主
催
）

　

毎
月
二
十
一
日

　

午
後
七
時
半
よ
り

　

講
師 
榎
榎 
三
月　

杉
谷　

淨

講
師 
榎  
榎 
四
月　

藤
塚　

曼

※
十
二
月
・
一
月
・
二
月
は
天

候
が
悪
い
の
で
お
休
み
し
ま
す
。

◎
春
彼
岸

　

エ
リ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ン

 
榎
榎
榎
榎 
ヒ
マ
ラ
ヤ
写
真
展

　

三
月
十
七
日
㈭
か
ら

 
榎
榎
榎
榎 

二
十
三
日
㈬
ま
で

◎
春
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

　

三
月
二
十
日
（
日
・
祝
）　
　

　

午
後
二
時
よ
り

　

講
師　

藤
原 
千
佳
子
氏

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

仏
教
豆
知
識

各
寺
の
ご
案
内

『
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
料
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
。


