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司
会　

本
日
の
特
別
発
表
と
し
ま
し
て
、『
自
由
に
生
き
る　

タ
イ
仏
教
僧
と
し
て
』
と
題
し
ま
し
て
、
タ
イ
国
ス
カ
ト
ー
寺
副
住
職
、

プ
ラ
ユ
キ
・
ナ
ラ
テ
ボ
ー
先
生
に
特
別
発
表
を
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
先
生
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ナ
ラ
テ
ボ
ー　

は
い
。
皆
さ
ま
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
こ
ち
ら
の
発
表
大
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
、
私
の
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、『
自
由
に
生
き
る　

タ
イ
仏
教
僧
と
し
て
』
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
自
身
、
タ
イ
の
東
北
部
、
バ
ン
コ
ク
か
ら
四
百
キ
ロ
ぐ
ら
い
離
れ
た
森
林
寺
で
出
家
得
度
い
た
し
ま
し
て
、

今
日
ま
で
仏
道
修
行
を
続
け
て
き
て
お
り
ま
す
。
最
近
は
、
日
本
と
タ
イ
を
往
復
し
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
、
布
教
と
申
し
ま
す
か
、

皆
さ
ま
に
ご
案
内
し
て
い
る
と
い
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
日
は
、『
自
由
に
生
き
る
』
と
い
う
こ
と
で
、
私
自
身
、
タ
イ
で
の
修
行
生
活
、
村
人
と
の
交
流
、
そ
れ
か
ら
様
々
な
社
会
活
動
を

通
し
て
得
ら
れ
た
「
心
の
自
由
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
ま
た
最
近
は
、「
自
他
の

抜
苦
与
楽
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
仏
教
の
修
行
は
自
分
だ
け
の
幸
せ
や
悟
り
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
と
共
に
、

苦
し
み
を
減
少
さ
せ
、
幸
せ
、
楽
が
与
え
ら
れ
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
今
日
は
ス
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
ち
ら
を
上
映
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
内
容
は
、
私
が
修
行

特
別
発
表

自
由
に
生
き
る

─
タ
イ
仏
教
僧
と
し
て
─

プ
ラ
ユ
キ
・
ナ
ラ
テ
ボ
ー
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生
活
を
し
て
い
る
タ
イ
の
お
寺
や
農
村
風
景
、
僧
侶
の
修
行
の
様
子
な
ど
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
を
ご
覧
い
た
だ
き
き
な
が
ら
、
私
の
方
で
補

足
説
明
も
適
宜
加
え
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
タ
イ
の
人
た
ち
の
生
活
や
お
坊
さ
ん
た
ち
の
修
行
の
様
子
が
伝
わ
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

　

ま
ず
仏
教
の
発
祥
と
伝
播
で
す
が
、
こ
れ
は
も
う
皆
さ
ま
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
イ
ン
ド
で
お
釈
迦
様
が
お
悟
り
に
な
ら
れ
、
八

十
の
齢
で
亡
く
な
ら
れ
て
イ
ン
ド
で
の
勢
力
が
衰
え
た
後
も
、
そ
の
ま
ま
廃
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
各
地
に
伝
播
し
て
法
脈
が
繋
が
っ

て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。　

　

そ
う
し
た
ル
ー
ト
の
一
つ
は
、
北
伝
仏
教
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
朝
鮮
、
韓
国
、
そ
し
て
日
本
に
渡
っ
た
大
乗
仏
教
の

流
れ
が
あ
り
、
そ
し
て
も
う
一
つ
が
南
伝
仏
教
で
す
ね
、
イ
ン
ド
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
と

い
っ
た
国
々
に
伝
わ
り
ま
し
た
、
そ
の
他
に
、
チ
ベ
ッ
ト
方
面
に
も
伝
わ
り
、
大
き
く
三
つ
の
ル
ー
ト
で
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
仏
教
文

化
が
花
開
い
た
わ
け
で
す
ね
。

　

タ
イ
仏
教
を
簡
単
に
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。
タ
イ
仏
教
は
、「
上
座
部
仏
教
」
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。「
小
乗
仏
教
」
と
も
称
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
最
近
は
「
小
乗
」
は
蔑
称
だ
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
り
、「
上
座
部
仏
教
」、
あ
る
い
は
「
テ
ー
ラ
ワ
ー

ダ
仏
教
」
が
正
し
い
呼
び
名
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

上
座
部
仏
教
の
特
徴
は
、
ブ
ッ
ダ
が
在
世
時
に
説
か
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
教
え
が
収
録
さ
れ
た
パ
ー
リ
語
の
三
蔵
経
典
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
経
典
の
読
誦
も
、
パ
ー
リ
語
で
し
ま
す
。
ま
た
最
近
は
、
パ
ー
リ
語
だ
け
だ
と
、
在
家
の
人
た
ち
が
読
ん

で
も
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
パ
ー
リ
語
と
タ
イ
語
の
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
で
読
ん
だ
り
も
し
て
い
ま
す
。
パ
ー
リ
語
は
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
非
常
に
よ
く
似
た
言
葉
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ち
ょ
っ
と
方
言
み
た
い
な
感
じ
で
す
ね
。

　

タ
イ
は
国
民
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
上
座
部
仏
教
を
信
仰
し
て
い
ま
す
。
ま
た
現
在
タ
イ
に
は
、
約
三
万
の
寺
院
が
あ
り
、
三
十

万
人
ほ
ど
の
僧
侶
が
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
の
僧
侶
は
私
が
今
、
身
に
着
け
て
い
る
よ
う
な
衣
を
ま
と
い
、
二
百
二
十
七
項
目
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の
戒
律
を
遵
守
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、「
三
十
万
人
ほ
ど
の
僧
侶
が
い
る
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
タ
イ
の
場
合
、

一
時
出
家
制
度
も
あ
り
ま
し
て
、
公
務
員
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
三
か
月
間
の
有
給
休
暇
を
も
ら
っ
て
、
雨
安
居
の
時
期
の
三
か
月
間
を
お

寺
で
過
ご
し
、
安
居
が
明
け
た
後
、
ま
た
世
俗
に
戻
る
と
い
う
よ
う
な
出
家
ス
タ
イ
ル
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
三
十
万
人
と
い
う

の
は
こ
の
雨
安
居
時
の
数
字
で
、
通
常
は
二
十
数
万
人
く
ら
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
僧
侶
の
一
日
の
生
活
で
す
が
、
い
ま
映
し
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
は
読
経
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
。
早
朝
四
時
に
読
経
を
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
の
で
、
三
時
過
ぎ
に
は
起
き
て
、
身
づ
く
ろ
い
す
る
感
じ
で
す
ね
。

　

そ
し
て
次
は
、
村
の
シ
ー
ン
で
す
ね
。
村
に
オ
ー
ト
バ
イ
や
軽
ト
ラ
で
や
っ
て
く
る
行
商
の
人
が
い
て
、
い
わ
ば
村
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
役
を
果
た
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
れ
は
、
村
娘
た
ち
が
井
戸
水
を
汲
ん
で
い
る
様
子
で
す
。
飲
み
水
は
、
大
き
な
甕
に
た
め
、
そ
れ
を
飲
料
用
と
し
ま
す
。
一

方
、
井
戸
で
汲
ま
れ
た
水
は
、
生
活
用
水
と
し
て
、
洗
濯
、
食
器
洗
い
、
水
浴
び
等
に
使
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
托
鉢
シ
ー
ン
で
す
ね
。
大
体
五
時
過
ぎ
、
朝
、
陽
が
上
が
る
少
し
前
の
曙
の
頃
に
出
発
し
ま
す
。
そ
し
て
約
五
キ
ロ
離
れ
た

近
隣
の
村
ま
で
歩
い
て
い
き
ま
す
。
僧
侶
は
裸
足
で
歩
く
の
が
ル
ー
ル
で
、
ご
飯
や
お
か
ず
を
入
れ
て
い
た
だ
く
鉢
を
持
っ
て
い
き
ま
す
。

私
の
お
寺
の
周
辺
は
農
村
で
、
朝
日
を
浴
び
な
が
ら
、
新
鮮
な
空
気
も
吸
え
て
と
て
も
清
々
し
い
気
分
に
な
り
ま
す
。

　

村
に
着
く
と
、
村
人
が
ホ
カ
ホ
カ
ご
は
ん
と
お
か
ず
を
用
意
し
て
軒
先
で
待
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
子
供
も
、
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん

と
一
緒
に
う
や
う
や
し
く
合
掌
を
し
て
、
供
物
を
鉢
に
入
れ
て
く
れ
ま
す
。

　

私
の
お
寺
近
辺
は
、
も
ち
米
を
食
べ
る
人
た
ち
と
、
う
る
ち
米
を
主
食
に
す
る
人
た
ち
、
両
方
い
ま
す
。
も
ち
米
の
人
た
ち
は
手
で
そ

の
ま
ま
鉢
の
中
に
入
れ
、
う
る
ち
米
の
人
た
ち
は
、
し
ゃ
も
じ
を
使
っ
て
、
米
を
鉢
の
中
に
入
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
風
景
が
一
日
も
休
み

な
く
続
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
僧
侶
は
基
本
的
に
托
鉢
で
得
た
も
の
を
日
々
の
糧
に
し
て
い
き
ま
す
が
、
托
鉢
は
日
々
の
糧
を
得
る
た
め

だ
け
で
な
く
、
僧
侶
の
基
本
行
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
毎
朝
欠
か
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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こ
ち
ら
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
供
養
を
受
け
た
後
に
簡
単
な
祝
福
の
言
葉
、「
今
日
も
一
日
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
健
康
で
あ
り
ま
す

よ
う
に
」
と
い
っ
た
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
托
鉢
の
道
す
が
ら
に
小
学
校
も
あ
り
ま
す
。
お
坊
さ
ん

に
出
く
わ
す
と
、
小
学
生
た
ち
は
道
の
脇
に
よ
け
て
、
腰
を
下
ろ
し
合
掌
し
て
僧
侶
を
見
送
り
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
中
学
生
で
す
ね
。
周
り
に
植
え
て
あ
る
作
物
は
キ
ャ
ッ
サ
バ
、
タ
ピ
オ
カ
芋
で
す
。
Ｅ
Ｃ
な
ど
に
輸
出
し
て
、
商
品
作
物
と

し
て
消
費
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
托
鉢
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
ね
。
こ
こ
の
お
家
は
、
も
ち
米
じ
ゃ
な
く
て
、
う
る
ち
米
で
す
ね
。
し
ゃ
も

じ
で
す
く
っ
て
、
鉢
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
ニ
ワ
ト
リ
と
か
犬
と
か
み
ん
な
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
牧
歌
的

な
風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
も
、
村
人
が
供
物
を
捧
げ
た
後
に
、
お
坊
さ
ん
が
祝
福
の
言
葉
を
唱
え
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
。
そ
の
後
こ
の
奥
さ
ん
に
は
、
め

で
た
く
双
子
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
双
子
ち
ゃ
ん
も
今
で
は
大
き
く
な
っ
て
、
お
母
さ
ん
の
代
わ
り
に
や
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
、
托
鉢
か
ら
戻
っ
た
後
の
、
お
寺
の
中
の
様
子
で
す
。
近
く
の
村
人
は
、
毎
朝
お
寺
に
来
て
、
お
坊
さ
ん
と
一
緒
に
お
経
を

誦
ん
だ
り
、
説
法
を
聞
い
た
り
し
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
食
事
の
風
景
で
す
。
い
く
つ
か
の
村
に
お
坊
さ
ん
た
ち
は
分
か
れ
て
托
鉢
に
行
く
の
で
す
が
、
お
布
施
い
た
だ
い
た
料
理
は

寺
に
戻
る
と
い
っ
た
ん
全
部
分
け
て
、
ご
飯
と
お
か
ず
と
に
分
け
、
そ
の
後
バ
イ
キ
ン
グ
形
式
で
自
分
の
適
量
だ
け
ま
た
鉢
に
入
れ
て
食

べ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
。「
食
事
を
午
後
に
と
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
戒
律
が
あ
り
ま
す
の
で
、
正
午
前
に
食
べ
る
の
が
基
本

で
す
。
大
方
の
修
行
寺
で
は
朝
一
回
だ
け
、
学
問
系
の
寺
で
は
、
朝
方
と
、
お
昼
前
の
二
回
、
食
す
の
が
普
通
で
す
。

　

食
事
を
終
え
る
と
、
鉢
や
食
器
を
洗
っ
て
、
各
々
僧
坊
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
私
の
お
寺
は
大
き
な
森
の
中
に
あ
り
、
い
ま
ス
ラ
イ
ド

に
映
さ
れ
て
い
る
の
は
私
が
三
十
年
間
住
ん
で
い
る
僧
坊
で
す
。
こ
う
し
た
掘
立
小
屋
み
た
い
な
感
じ
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
ち
ら
は
、
瞑
想
を
し
て
い
る
風
景
。
基
本
的
に
は
、
樹
下
で
座
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
す
。
い
ろ
ん
な
瞑
想
法
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が
タ
イ
に
は
あ
り
、
私
も
今
日
ま
で
い
ろ
ん
な
技
法
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
呼
吸
を
観
察
す
る
タ
イ
プ
の
瞑
想
を
し
て
い
る
様
子
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
手
動
瞑
想
と
い
っ
て
、
前
回
こ
ち
ら
に
お
招

き
い
た
だ
い
た
際
に
、
簡
単
な
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ね
。
開
眼
で
手
を
動
か
し
な
が
ら
そ
の
一
コ
マ
、
一

コ
マ
に
気
づ
い
て
い
く
瞑
想
で
、
沈
静
化
を
図
る
の
で
は
な
く
て
、
心
の
覚
醒
度
を
上
げ
て
い
く
タ
イ
プ
の
瞑
想
で
す
が
、
効
果
は
抜
群

で
す
。
日
常
生
活
に
も
落
と
し
込
み
や
す
い
の
で
、
と
て
も
重
宝
し
ま
す
よ
。

　

そ
し
て
こ
ち
ら
は
、
歩
行
瞑
想
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
ね
。
一
歩
一
歩
、
気
づ
き
を
伴
わ
せ
て
歩
く
こ
と
で
、
手
動
瞑
想
同
様
、
気

づ
き
、
覚
醒
力
を
高
め
、
自
然
に
智
慧
が
つ
い
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
休
み
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
熱
帯
雨
林
で
特
に
雨
季
は
蚊

が
非
常
に
多
い
で
す
。
で
す
か
ら
こ
ん
な
感
じ
で
蚊
帳
を
吊
っ
て
休
憩
を
と
っ
た
り
、
蚊
帳
の
中
で
瞑
想
し
て
み
た
り
と
か
、
好
み
の
ス

タ
イ
ル
で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
部
屋
の
中
で
勉
強
し
て
い
る
様
子
で
す
ね
。
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
通
信
環
境
も
整
っ
て
き
て
、
携
帯
の
電
波
を
テ
ザ
リ
ン

グ
し
て
、
ネ
ッ
ト
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

こ
ち
ら
は
、
村
人
に
瞑
想
を
教
え
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
。
蓮
池
の
上
に
小
屋
が
建
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
心
地
よ
い
風
に
吹
か
れ
な
が
ら

瞑
想
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
村
人
の
お
家
に
行
っ
て
、
悩
み
ご
と
の
相
談
に
乗
っ
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
ね
。
悩
み
相
談
も
お
坊
さ
ん
の
大
事
な
お
役
目
の

ひ
と
つ
で
す
。

　

こ
れ
は
、
ヘ
ビ
。
お
寺
の
森
の
中
に
は
、
コ
ブ
ラ
な
ど
の
毒
蛇
や
サ
ソ
リ
も
い
ま
す
の
で
、
誤
っ
て
踏
ん
で
噛
ま
れ
た
り
し
な
い
よ
う

に
注
意
深
く
歩
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
、
水
浴
び
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
ね
。
今
で
こ
そ
、
水
浴
び
の
た
め
の
施
設
が
で
き
て
い
ま
す
が
、
昔
は
、
お
寺
の
池
で
、
こ

ん
な
感
じ
で
行
水
し
て
い
ま
し
た
。

11　ブラユキ.indd   114 2019/06/09   12:08



115 自由に生きる　タイ仏教僧として（プラユキ・ナラテボー）

　

そ
し
て
こ
れ
は
、
夜
の
僧
坊
の
な
か
の
様
子
で
す
ね
。
昔
は
、
電
気
が
通
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ろ
う
そ
く
を
灯
し
て
、
こ
ん
な
感

じ
で
本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。

　

こ
ち
ら
は
、
お
葬
式
の
シ
ー
ン
で
す
ね
。
火
葬
場
に
行
く
前
に
、
お
坊
さ
ん
が
お
経
を
唱
え
、
そ
れ
を
村
の
人
が
合
掌
し
て
聞
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
後
ろ
の
方
に
あ
る
の
が
、
ご
遺
体
で
す
。
お
坊
さ
ん
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
村
人
に
向
か
っ
て
お
経
を
唱
え
る
の
が
タ
イ

の
ス
タ
イ
ル
で
す
。

　

こ
れ
は
、
葬
送
の
行
列
で
す
。
こ
ん
な
感
じ
で
、
お
家
か
ら
火
葬
場
ま
で
ご
遺
体
を
運
ん
で
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
れ
は
、
火
葬
前
の
お
清
め
の
シ
ー
ン
で
す
ね
。
棺
桶
の
中
に
入
っ
て
い
る
ご
遺
体
に
、
コ
コ
ナ
ッ
ツ
の
汁
を
振
り
か
け
ま
す
。

こ
れ
で
ご
遺
体
を
浄
化
し
、
最
後
の
お
別
れ
を
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
ん
な
感
じ
の
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
の
木
を
組
ん
だ
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ご
遺
体
の
入
っ
た
棺
桶
を
載
せ
て
火
葬
し
ま
す
。

こ
の
周
り
を
村
人
た
ち
が
囲
み
、
ご
遺
体
が
火
葬
さ
れ
て
い
く
様
子
を
見
送
り
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
そ
ば
に
は
小
学
校
も
あ
り
ま
し
て
、

火
葬
の
時
間
は
、
授
業
は
ち
ょ
っ
と
お
休
み
。
そ
れ
で
小
学
生
た
ち
も
火
葬
場
に
集
ま
っ
て
き
て
、
お
世
話
に
な
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
火
葬
さ
れ
て
い
く
様
子
を
見
守
り
な
が
ら
、
無
常
性
を
学
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
こ
ち
ら
は
、
私
の
師
匠
の
ル
ア
ン
ポ
ー
・
カ
ム
キ
ア
ン
師
の
お
葬
式
シ
ー
ン
で
す
。
カ
ム
キ
ア
ン
師
は
瞑
想
の
マ
ス
タ
ー
と
し

て
も
広
く
知
ら
れ
、
タ
イ
で
大
変
厚
く
敬
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
数
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
お
葬
式
に
は
タ
イ
各
地
か
ら
一
万
人

ぐ
ら
い
の
信
者
さ
ん
が
集
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
ル
ア
ン
ポ
ー
・
カ
ム
キ
ア
ン
師
の
ご
遺
体
を
運
ん
で
、
火
葬
場
に
向
か
っ
て
い
る

シ
ー
ン
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
ち
ら
は
火
葬
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
師
の
亡
骸
が
だ
ん
だ
ん
と
燃
え
ゆ
く
シ
ー
ン
を
、
お
坊
さ
ん
た
ち
も
無
常
性

を
感
じ
な
が
ら
見
送
っ
て
い
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド
上
映
は
以
上
で
す
。
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こ
こ
か
ら
は
私
の
来
し
方
を
振
り
返
っ
て
み
た
り
し
な
が
ら
、
本
日
の
講
演
テ
ー
マ
、「
自
由
に
生
き
る
」
に
つ
い
て
お
話
し
て
ま
い

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
、
大
学
時
代
に
社
会
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
国
内
の
様
々
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
発
展
途
上
国
支
援
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
に
携
わ

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
ア
ジ
ア
の
貧
困
問
題
に
深
く
関
心
を
抱
き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
タ
イ
な
ど
発
展
途
上
国
支
援
の
活
動
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
現
地
を
自
分
の
目
で
見
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
起
こ
っ
て
き
て
、
現
地
を
訪
れ
る
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ア
ー
に

参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
は
、「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
な
ど
と
持
て
囃
さ
れ
、
私
も
日
本
は
豊
か
な
国
だ
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
貧
し
い
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
人
た
ち
を
「
支
援
し
な
け
れ
ば
」
と
い
っ
た
使
命
感
か
ら
そ
う
し
た
社
会
活
動
に
も
携
わ
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ア
ー
で
初
め
て
訪
れ
た
タ
イ
で
そ
う
し
た
認
識
は
見
事
に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り
別
々
の
村
に
放
り
込
ま
れ
て
、
二
週
間
、
村
人
の
お
宅
で
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
ま
し
た
。

電
気
や
水
道
、
ガ
ス
も
な
い
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
さ
れ
て
い
な
い
村
で
、
言
葉
も
話
せ
ず
ほ
と
ん
ど
ボ
デ
ィ
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
の
交
流
で
し

た
が
、
今
ま
で
に
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
幸
福
感
を
味
わ
え
た
の
で
し
た
。「
途
上
国
」
と
称
さ
れ
て
い
た
国
の
光
の
面
に
も
気
づ
か
さ

れ
、
ま
た
自
分
が
住
ん
で
い
る
日
本
社
会
、
そ
れ
か
ら
自
身
の
「
心
の
貧
困
」
を
顧
み
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
の
私
の
認
識
は
、「
日
本
は
豊
か
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
は
遅
れ
て
い
る
」
で
し
た
。
世
間
で
も
そ
う
い
っ
た
認
識

が
持
た
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
地
を
実
際
に
訪
れ
、
そ
こ
で
生
活
し
て
み
た
ら
、
ま
っ
た
く
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際

私
は
、
訪
れ
た
タ
イ
の
農
村
で
「
豊
か
さ
」
を
感
じ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
物
は
少
な
か
っ
た
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
村
人
た
ち
の
心

の
や
さ
し
さ
や
自
然
と
共
に
生
き
て
い
る
姿
。
あ
る
い
は
、
子
供
た
ち
の
、
生
気
溢
れ
て
イ
キ
イ
キ
と
し
た
様
子
に
「
心
の
豊
か
さ
」
を

感
じ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
体
験
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
日
本
の
一
般
常
識
的
な
考
え
方
で
生
き
て
い
た
の
で
す
が
、

「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
自
分
で
見
て
、
体
験
し
な
が
ら
、
本
当
の
幸
せ
、
本
当
の
自
由
を
見
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極
め
、
実
現
し
て
い
こ
う
と
、
そ
ん
な
思
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

釈
尊
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
、「
他
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
ら
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
せ
よ
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
今
振

り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
意
識
の
転
換
が
そ
の
と
き
自
分
の
中
に
起
こ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
自
ら
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
せ
よ
」

に
関
連
し
た
ブ
ッ
ダ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
は
、「
師
が
言
っ
た
か
ら
と
て
信
じ
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
経
典
や
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て

あ
る
か
ら
と
て
、
鵜
呑
み
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
と
い
う
と
一
般
に
信
仰
重
視
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

で
す
が
、
ブ
ッ
ダ
は
弟
子
た
ち
に
信
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
自
身
で
確
か
め
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
し
た
。
観
察
を
も
と
に
検
証

し
て
い
く
、
そ
う
し
た
実
証
的
精
神
が
実
に
豊
か
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
自
他
の
抜
苦
与
楽
。
自
分
と
一
切
衆
生
の
苦
悩
を
ど
ん
ど
ん
解

消
し
て
い
き
、
周
り
の
人
と
共
に
幸
せ
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
観
察
に
よ
る
智
慧
と
実
践
的
な
慈
悲
の
教
え
が
仏
教
の
真
髄
だ
っ
た

の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
自
身
、
タ
イ
で
出
家
し
修
行
を
経
て
い
く
中
で
徐
々
に
理
解
し
て
き
た
次
第
で
す
。

　

話
は
戻
り
ま
す
が
、
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ア
ー
の
後
、
タ
イ
と
の
ご
縁
が
で
き
ま
し
て
、
大
学
卒
業
後
、
タ
イ
の
大
学
院
に
留
学
す
る
機
会

を
得
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
タ
イ
の
農
村
開
発
問
題
を
研
究
し
ま
し
た
。
日
本
で
も
近
代
化
の
過
程
で
公
害
の
問
題
な
ど
が
起
こ
り
ま
し

た
が
、
タ
イ
で
も
同
様
、
都
市
の
ス
ラ
ム
問
題
や
農
村
の
疲
弊
、
貧
富
の
格
差
が
広
が
る
な
ど
、
近
代
化
の
過
程
で
様
々
な
問
題
が
生
じ

て
き
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
、
タ
イ
で
は
「
開
発
僧
」
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
た
ち
の
一
群
が
現
れ
、
仏
教
精
神
を
基
盤
と
し
て
、
貧

困
解
消
を
は
じ
め
、
様
々
な
社
会
問
題
解
決
の
た
め
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
開
発
僧
た
ち
の
活
動
に
、
私
も
非

常
に
関
心
を
抱
き
ま
し
た
。
仏
教
は
、
修
行
を
通
し
て
「
智
慧
」
や
「
悟
り
」
を
得
て
、
自
身
の
苦
悩
を
解
消
し
て
い
く
と
い
う
側
面
も

あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
、「
一
切
衆
生
が
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
祈
り
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
と
共
に
幸
せ
に

な
っ
て
い
く
慈
悲
の
精
神
も
仏
教
の
も
う
ひ
と
つ
の
柱
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
智
慧
と
慈
悲
の
両
輪
を
見
事
に
体
現
さ
れ
て
い
る
タ
イ

の
お
坊
さ
ん
た
ち
の
姿
に
惹
か
れ
、
私
も
ぜ
ひ
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
現
場
で
体
験
的
に
学
び
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
当
初
は
三
ヶ
月
間
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の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
つ
も
り
で
出
家
し
た
と
い
う
次
第
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
実
際
、
今
日
ま
で
還
俗
せ
ず
に
、
三
十
年
以
上
続
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
か
。
率
直
に
言
え
ば
「
味
を
し
め
た
」
と
い
う
感
じ
で
す
。
私
の
場
合
、
一
九
八
八
年
の
六
月
に
出
家
し
、
そ
の
ま
ま
三
か
月
間

の
雨
安
居
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
期
間
は
戒
律
に
基
づ
い
て
、
不
用
な
外
出
は
せ
ず
、
お
寺
に
籠
っ
て
ひ
た
す
ら
修
行
に
励
み
ま
す
。
特

に
私
の
出
家
し
た
お
寺
は
修
行
系
の
寺
で
し
た
の
で
、
一
日
中
瞑
想
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
心
身
の
観
察
を
ひ
た
す
ら
続
け
て

い
く
こ
と
で
、
今
ま
で
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
心
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
ブ
ッ
ダ
が
言
っ
て
い
た
「
苦
し
ま
な

い
で
生
き
る
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
ー
！
」
と
い
う
こ
と
を
、
体
験
を
通
し
て
実
感
で
き
た
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
そ
う
し
た

心
の
観
察
と
そ
れ
に
よ
る
変
容
が
面
白
く
な
っ
て
、
や
め
ら
れ
な
い
止
ま
ら
な
い
状
態
に
な
り
、
結
局
、
当
初
の
三
ヶ
月
間
の
予
定
が
終

わ
っ
て
も
、
還
俗
す
る
気
に
は
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
僧
侶
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

出
家
前
は
、「
開
発
問
題
」
と
い
う
と
、
い
ろ
ん
な
社
会
問
題
に
取
り
組
ん
で
解
決
し
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

私
も
、
自
分
の
身
を
粉
に
し
て
、
自
己
犠
牲
も
厭
わ
ず
に
、
様
々
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

結
局
、
心
身
共
に
疲
弊
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
ん
な
折
に
開
発
僧
の
活
動
に
出
会
っ
た
わ
け
で
す
。
私
が
彼
ら
の
活
動
に
大

き
な
関
心
を
寄
せ
た
理
由
は
と
い
え
ば
、
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
も
村
人
の
た
め
に
と
熱
心
に
活
動
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
様

子
が
実
に
お
お
ら
か
で
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
元
気
に
な
っ
て
い
く
感
じ
が
し
た
の
で
す
。
同
じ
社
会
貢
献
的
な
活
動
を
し
て
い
な
が
ら
、

や
れ
ば
や
る
ほ
ど
疲
弊
し
て
し
ま
う
私
と
彼
ら
の
違
い
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？　

そ
ん
な
疑
問
も
僧
侶
と
し
て
修
行
す
る

こ
と
で
晴
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
実
際
、
出
家
し
て
修
行
を
し
ば
ら
く
し
て
み
て
、
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
の
明
確
な
回

答
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
活
動
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
し
な
が
ら
も
、
心
を
疲
れ
さ
せ
ず
に
や
っ
て
い
け
る
、
そ
う
い
っ
た
ポ
イ
ン
ト
と
い
い
ま

す
か
、
コ
ツ
が
分
か
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
言
で
言
え
ば
、「
心
の
開
発
」
が
大
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

心
の
開
発
に
お
い
て
は
、
瞑
想
が
と
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
大
事
な
の
が
、
戒
律
を
守
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っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
座
部
の
僧
侶
は
「
お
酒
を
飲
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
か
、「
午
後
に
食
事
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
」
な

ど
二
百
二
十
七
項
目
の
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
戒
律
は
守
る
も
の
と
い
う
感
じ
で
す
け
ど
、
実

際
は
「
戒
に
守
ら
れ
て
い
く
」
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
戒
律
と

い
う
と
、「
束
縛
さ
れ
る
」
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
戒
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
が
ど
ん
ど
ん
自

由
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
で
き
ま
し
た
。
そ
の
あ
た
り
の
詳
細
は
、
拙
著
『
自
由
に
生
き
る
』（
サ
ン
ガ
）
の
な
か
で
、

私
が
実
際
に
体
感
し
た
「
戒
律
の
功
徳
」
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
十
二
項
目
に
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
ご
参
考
く

だ
さ
い
。

　

そ
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
出
家
し
て
戒
律
を
守
り
な
が
ら
規
則
正
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
く
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
慢
性
的
に
疼
痛
を
感
じ
、

肋
間
神
経
痛
と
診
断
さ
れ
て
い
た
症
状
が
雲
散
霧
消
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
心
も
自
由
に
な
っ
て
い
く
の
を
感
じ
て
、
な
る
ほ

ど
開
発
僧
た
ち
は
こ
う
し
た
健
康
的
な
生
活
を
し
な
が
ら
社
会
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
ゆ
え
に
、
無
駄
に
心
身
を
疲
弊
さ
せ
ず
に
や

っ
て
い
け
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
了
解
で
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
雨
安
居
も
明
け
、
当
初
予
定
し
て
い
た
三
ヶ
月
間
の
出
家
期
間
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
通
り
、
私
は
迷
わ

ず
に
出
家
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
を
選
び
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
各
地
の
お
寺
に
赴
い
て
、
様
々
な
種
類
の
瞑
想
を
体
験
し
ま
し

た
。
私
が
出
家
し
た
ス
カ
ト
ー
寺
で
教
え
る
瞑
想
法
は
ブ
ッ
ダ
の
瞑
想
法
を
現
代
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
素
晴
ら
し
い
瞑
想
法
だ
と
い
う
こ

と
は
、
三
ヶ
月
間
取
り
組
ん
で
み
て
、
確
信
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
他
に
も
タ
イ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
師
が
い
て
、
い
ろ
い
ろ

な
瞑
想
法
が
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
い
ろ
い
ろ
幅
広
く
学
ん
で
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
各
地
の
お
寺
を
訪
れ
て
は
、
そ
こ

で
教
え
ら
れ
て
い
る
瞑
想
法
を
手
当
た
り
次
第
に
学
び
、
体
験
し
て
み
た
次
第
で
す
。

　

そ
う
そ
う
、
日
蓮
宗
で
は
「
法
華
経
」
を
は
じ
め
と
し
た
三
部
経
典
を
所
依
の
経
典
と
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
観
普
賢

菩
薩
行
法
経
の
一
節
に
、「
衆
罪
は
霜
露
の
如
し
、
慧
日
能
く
消
除
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
全
て
の
罪
業
や
苦
し
み
と
い
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っ
た
も
の
も
、
霜
や
露
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
は
全
て
滅
し
尽
く
さ
れ
て
い
く
よ
と
、
そ
う

い
っ
た
意
味
合
い
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
現
象
は
、
確
か
に
起
こ
り
得
る
の
だ
と
。
そ
れ
を
実
体
験
を
通
じ
て
確
信
で
き
た
の

が
私
に
と
っ
て
出
家
し
た
こ
と
の
何
よ
り
も
の
収
穫
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
巷
に
は
、「
人
生
と
は
苦
し
み
で
あ
る
と
悟
る
の
が
仏
の
教
え
だ
」
と
か
、
誤
解
を
招
く
よ
う
な
言
説
も
よ
く
耳
に
し
ま
す
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
釈
尊
は
そ
う
い
っ
た
表
現
は
し
て
お
ら
ず
、
苦
し
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
原
因
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
原

因
に
目
を
向
け
し
っ
か
り
と
取
り
組
み
、
そ
れ
を
取
り
除
い
て
い
け
ば
、
苦
し
み
か
ら
の
解
放
が
起
こ
る
。
自
ら
の
体
験
か
ら
そ
れ
を
確

信
さ
れ
て
、
弟
子
た
ち
に
説
か
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
法
華
経
に
も
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
ど
ん
な
苦

し
み
も
修
行
に
よ
る
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
消
え
去
っ
て
い
く
と
。
瞑
想
修
行
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
実
感

を
私
自
身
も
得
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
、
だ
ん
だ
ん
と
自
分
自
身
の
修
行
だ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
社
会
活
動
を
、
僧
侶
の
身
で
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

特
に
森
林
保
護
活
動
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
の
僧
侶
た
ち
は
、
非
常
に
熱
心
で
し
た
。
そ
の
理
由
で
す
が
、
私
も
森
の
中
に
住
ん
で
み
て

「
森
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
。
私
た
ち
の
心
と
体
を
癒
し
て
く
れ
る
、
整
え
て
く
れ
る
、
そ
う
い
っ
た
す
ご
い
場
所
な
の
だ
」
と
い
う
こ

と
が
実
感
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
す
る
と
、
近
代
化
の
流
れ
の
中
で
乱
伐
さ
れ
て
い
く
森
の
惨
状
に
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。
そ
れ
で
、
例
え
ば
木
に
僧
衣
を
巻
き
つ
け
て
聖
木
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
森
の
中
に
仏
像
を
建
て
た
り
し
て
、
盗
伐
や
乱
伐
を
防

ぐ
。
ま
た
、
子
供
た
ち
を
バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
鳥
の
か
わ
い
ら
し
い
姿
を
見
せ
な
が
ら
、
森
の
大
切
さ
を
伝
え
て

い
く
な
ど
、
お
坊
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
方
便
を
用
い
て
、
森
を
守
る
た
め
の
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。
ち
ょ
う

ど
私
の
お
寺
に
も
、
村
の
子
供
た
ち
の
教
育
に
と
て
も
熱
心
な
お
坊
さ
ん
が
い
ま
し
た
の
で
、
私
も
そ
の
お
坊
さ
ん
と
一
緒
に
、
村
の
子

供
た
ち
の
情
操
教
育
に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
師
僧
の
ル
ア
ン
ポ
ー
・
カ
ム
キ
ア
ン
師
と
、
ア
メ
リ
カ
や
台
湾
に
瞑
想
指
導
へ
行
く
機
会
も
持
て
ま
し
た
。
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一
九
九
五
年
に
は
、
ご
存
知
の
通
り
、
阪
神
大
震
災
や
オ
ウ
ム
事
件
が
勃
発
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
私
も
日
本
に
一
時
帰
国
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
タ
イ
の
農
村
開
発
か
ら
瞑
想
を
通
し
た
心
の
開
発
と
い
う
と
こ
ろ
に
強
く
関
心
が
向
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
自
分
自
身
だ
け
の
救
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
人
と
共
に
修
行
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
だ
ん
だ
ん
変
化
し
て

き
ま
し
た
。

　

ス
カ
ト
ー
寺
に
も
、
噂
を
聞
き
つ
け
て
日
本
人
が
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ア
ー
の
大
学
生
を
受
け

入
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
と
口
コ
ミ
で
広
が
り
、
様
々
な
年
代
の
悩
め
る
人
た
ち
、
あ
る
い
は
、
う
つ
や
統
合
失
調
症
な
ど
心

の
病
を
抱
え
た
日
本
人
も
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
、
彼
女
ら
は
、
お
寺
と
い
う
安
心
で
き
る
居
場
所
を
得
て
、
瞑
想
し

た
り
し
て
過
ご
す
う
ち
に
、
日
本
で
は
二
進
も
三
進
も
行
か
な
か
っ
た
症
状
が
て
き
め
ん
に
よ
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
私
自
身
も
瞑
想

指
導
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
彼
ら
、
彼
女
ら
の
大
き
な
変
化
を
何
度
も
目
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
瞑
想
と
い
う
技

法
が
果
た
す
大
き
な
癒
し
の
可
能
性
を
さ
ら
に
確
信
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
お
寺
の
よ
う
な
安
心
し
て
心
落
ち
着
け
ら
れ

る
居
場
所
の
大
切
さ
も
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
徐
々
に
、
日
本
に
も
招
か
れ
る
機
会
が
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
最
初
は
、
外
国
人
の
生
活
支
援
を
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
に
招
聘
さ
れ
て
、
タ
イ
の
お
坊
さ
ん
と
一
緒
に
来
日
し
て
、
各
地
の
在
日
タ
イ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
回
っ
て
、
仏
教
儀
式
を
執
り

行
っ
た
り
、
日
本
で
生
活
し
て
い
く
中
で
の
具
体
的
な
困
難
や
悩
み
を
伺
っ
て
、
仏
教
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
に
、
日
本
人
を
対
象
に
、
講
演
を
し
た
り
、
瞑
想
会
を
し
た
り
、
あ
と
は
個
人
面
談
と
い
う
悩
み
相
談
を
す
る
機
会
も
ど
ん
ど
ん

増
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
自
身
、
瞑
想
体
験
や
多
く
の
人
た
ち
の
瞑
想
指
導
、
あ
る
い
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
経
験
を
経
て
、
ブ
ッ
ダ
の

教
え
を
基
に
し
た
、
癒
し
の
方
法
を
確
立
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
菩
薩
的
な
慈
悲
の
実
践
を
通
し
て
、
自
他
共
の
抜
苦
与
楽
を
実
現

し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
、
あ
る
い
は
人
生
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
だ
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
「
自

11　ブラユキ.indd   121 2019/06/09   12:08



「教化学研究10」2019. 3 122

由
」
と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
決
し
て
個
人
の
内
面
の
自
由
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
釈
尊
の
大
願
で
あ
る
、
自
分
も
含
め
た
一
切
衆

生
の
苦
し
み
か
ら
の
解
放
、
そ
れ
こ
そ
が
「
本
当
の
自
由
」
で
あ
る
と
、
確
信
す
る
に
至
っ
た
次
第
で
す
。

　

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
、
最
近
日
本
で
も
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
と
い
う
の
も
、「
自
由
」
と
い
う
も
の
を
真
に
実
現
し
て
い
く
上
で
、
こ
の
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー

ド
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
す
。

　

こ
の
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
、
パ
ー
リ
語
の
「
サ
テ
ィ
（
気
づ
き
）」
か
ら
来
て
い
ま
す
。
気
づ
き
と
は
、
目
覚
め

た
心
の
こ
と
で
、
自
覚
的
に
、
価
値
判
断
を
交
え
ず
、
今
こ
こ
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
る
が
ま
ま
に
観
察
し
て
い
く
こ
と
を
言
い
ま

す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
主
観
的
な
視
点
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
感
情
や
思
考
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
世
界
を
見
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、

フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
な
い
で
あ
る
が
ま
ま
の
客
観
的
な
視
点
へ
と
モ
ノ
の
見
方
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
他

共
の
抜
苦
与
楽
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
と
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

例
え
ば
、
お
互
い
が
自
分
の
感
情
や
思
考
に
と
ら
わ
れ
た
主
観
的
な
視
点
で
相
手
を
見
て
い
た
ら
、
人
そ
れ
ぞ
れ
考
え
方
と
い
う
の
は

異
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
必
然
的
に
対
立
構
造
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
瞑
想
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
客
観
的
な
視
点
で
観
て

い
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
分
も
相
手
も
平
等
に
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
相
手
側
の
意
見
も
あ

る
が
ま
ま
に
傾
聴
で
き
、
ま
た
そ
の
意
見
の
奥
に
あ
る
願
い
を
尊
重
し
、
調
停
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
第
三
者

的
な
視
点
で
、
お
互
い
を
仲
良
く
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
自
分
が
ど
ん
な
言
葉
、
表
現
を
し
た
ら
い
い
か
な
ど
冷
静
に
、
落
ち
着
い
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
は
お
互
い
に
意
見
を
対
立
さ
せ
て
、
苦
し
み
合
う
こ
と
を
求
め
て
な
ん
か
い
な

い
で
す
よ
ね
。
誰
も
が
共
に
幸
せ
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
気
づ
き
や
、
そ
の
視
点
か
ら
生
じ
て
く
る
智
慧
が
な
い
と
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
お
互
い
に
対
立
し
て
、
言
い
合
い
や
喧
嘩
に
発
展
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
無
益
な
対
立
を
防
止
し
、
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ま
た
た
と
え
対
立
が
生
じ
て
き
て
も
、
す
ぐ
に
気
づ
い
て
我
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
平
和
な
関
係
を
そ
こ
に
す
ぐ
さ
ま
築
い
て
い

く
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
の
機
序
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
怒
り
は
悪
」
と
い
う
見
解
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
、
自
分
自
身
の
心
に
フ
ッ
と
湧
い
て
く
る
怒
り
に
対
し
て
も
、
ま
た
、

目
の
前
に
怒
っ
て
い
る
人
が
現
れ
て
き
て
も
、
咄
嗟
に
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
た
り
、
相
手

を
憎
ん
だ
り
、
喧
嘩
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
怒
り
が
フ
ッ
と
湧
い
て
き
た
際
に
、
そ
れ
を
瞑
想
的
、
あ
る
い
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
的
視
点
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
観
察

し
、
さ
ら
に
は
怒
り
の
奥
に
あ
る
「
相
手
に
こ
う
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
願
望
ま
で
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、「
な
る
ほ
ど
、
願

い
が
叶
わ
ず
に
失
望
や
落
胆
の
よ
う
な
気
持
ち
が
起
こ
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
自
分
で
受
け
止
め
き
れ
な
い
と
き
に
そ
う
し
た
気
持
ち
が
相

手
に
向
け
ら
れ
、
怒
り
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
す
る
と
、
相
手
の
怒
り
と
い

う
表
面
の
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
そ
の
人
な
り
の
悲
し
み
や
、「
こ
う
し
て
ほ
し
い
、
こ
う
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
、

心
の
奥
の
願
い
や
気
持
ち
ま
で
観
え
て
く
る
。
そ
ん
な
感
じ
で
、
気
づ
き
と
智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
、
お
互
い
の
あ
り
の
ま
ま
の
思
い
が
、

全
体
的
に
、
ト
ー
タ
ル
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、「
じ
ゃ
あ
そ
こ
で
、
自
分
が
ど
う
い
っ
た
態
度
を
と
っ
た
り
、

言
動
を
し
て
い
っ
た
ら
、
お
互
い
さ
ま
に
幸
せ
な
今
こ
こ
を
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
緒
に
よ
り
良
き
も
の
を
共
同

創
造
し
て
い
け
る
の
か
」
と
い
う
工
夫
を
考
え
る
余
裕
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
旦
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
客
観
的
な
視
点
で
、
ま
ず
は
自
分
を
観
察
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
相
手
と
共
に
幸
せ
に
な
っ
て
い
く
こ
と
の
実
現
が
図
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
瞑
想
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
心
の
変
化
に
つ
い
て
、
私
は
英
語
の
頭
文
字
を
と
っ
て
、「
五
Ｃ
」
と
ま
と
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
状
態
が
現
れ
て
き
た
ら
、
瞑
想
が
正
し
く
順
調
に
進
ん
で
い
る
証
拠
と
み
な
し
て
い
い
で
し
ょ
う
。
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ま
ず
五
Ｃ
の
一
つ
目
は
「
ク
リ
ー
ン
（Clean

）」。
心
が
、
清
ら
か
に
、
ス
ッ
キ
リ
と
爽
や
か
な
感
じ
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
変

化
が
内
面
に
生
じ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
外
側
の
何
か
、
例
え
ば
車
や
家
、
愛
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
や
子
ど
も
が
い
る
か
ら
、
す
な

わ
ち
、
何
か
が
あ
る
か
ら
幸
せ
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
何
は
な
く
と
も
、
心
に
そ
う
い
っ
た
爽
快
感
が
起
こ
っ
て
く
る
。

　

二
つ
目
は
「
カ
ー
ム(Calm

)

」。
ざ
わ
つ
い
て
落
ち
着
き
の
な
か
っ
た
心
に
穏
や
か
さ
、
安
ら
ぎ
、
安
定
感
、
静
け
さ
と
い
っ
た
心
の

性
質
が
生
じ
て
く
る
。

　

三
つ
目
は
「
ク
リ
ア
（Clear

）」。
も
や
も
や
と
し
て
、
何
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
と
分
か
ら
な
か
っ
た
の
が
、
ど
ん
ど

ん
霧
が
晴
れ
た
よ
う
に
明
晰
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

四
つ
目
は
「
コ
ン
テ
ン
ト
メ
ン
ト
（Contentm

ent

）」。
空
虚
感
や
寂
し
さ
が
な
く
な
り
、
イ
キ
イ
キ
と
し
た
生
命
感
覚
、
満
足
感
、

充
足
感
が
生
ま
れ
。
満
た
さ
れ
る
感
じ
に
な
っ
て
い
く
。

　

五
つ
目
は
「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
（Com
passion

）。
慈
悲
。
優
し
い
思
い
や
り
の
気
持
ち
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
や
心
の
資
質

が
自
然
に
表
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
最
近
、
こ
う
し
た
心
の
良
き
変
化
を
求
め
て
瞑
想
や
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
践
す
る
人
た
ち
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
て
い

ま
す
が
、
効
果
を
実
感
す
る
人
が
い
る
一
方
で
、
逆
に
、
心
の
調
子
を
崩
し
た
り
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
生
き
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
瞑
想
と
い
う
の
は
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
に
直
接
に
働
き
か
け
る
技
術
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ポ
イ
ン

ト
が
少
し
ず
れ
る
だ
け
で
、「
副
作
用
」
の
よ
う
な
症
状
が
起
こ
っ
て
く
る
の
も
事
実
で
す
。
私
自
身
、
通
常
の
悩
み
相
談
の
他
、
そ
う

し
た
人
た
ち
の
相
談
を
受
け
る
機
会
も
実
際
に
す
ご
く
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
前
に
、『
悟
ら
な
く
た
っ
て
、
い
い
じ
ゃ
な
い

か
』（
幻
冬
舎
）
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
「
瞑
想
難
民
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
ま
し
た
。

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
五
Ｃ
は
、
実
際
に
瞑
想
が
う
ま
く
進
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
や
り
方
な
ど
に
ズ
レ
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
か
を

確
か
め
る
指
標
に
も
な
り
ま
す
。
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さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
ズ
バ
リ
「
自
由
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
核
心
に
つ
い
て
語
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。「
自
由
に
生
き

る
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
は
、「
世
界
か
ら
受
け
る
影
響
力
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
一
般
的
に
私
た
ち
が
用
い
て
い
る
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
、
外
的
な
束
縛
、
拘
束
、
妨
害
、
支
配
が
な
い
こ
と
。
自
分
の

意
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
え
る
。
わ
が
ま
ま
、
勝
手
気
ま
ま
と
い
う
こ
と
。
実
際
に
辞
書
で
は
こ
う
い
っ
た
も
の
を
、
自
由
と
定
義
づ
け
て
い

ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
仏
教
的
な
自
由
と
は
、
そ
う
し
た
外
的
な
モ
ノ
か
ら
で
は
な
く
、
内
的
な
支
配
か
ら
の
自
由
。
換
言
す
れ
ば
、「
心
か
ら

の
自
由
」
で
す
。
内
的
な
思
考
パ
タ
ー
ン
、
感
情
、
記
憶
。
心
の
癖
と
い
っ
た
も
の
に
支
配
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
そ
れ
に
は
無
執
着
で

あ
る
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
で
す
。
辞
書
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
「
自
分
の
意
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
え
る
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に
基
本
的

に
必
要
な
自
由
で
す
。
実
際
に
監
禁
な
ど
さ
れ
て
、
行
動
を
制
限
さ
れ
て
い
た
ら
、
本
当
に
不
自
由
で
す
よ
ね
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

よ
う
に
外
部
か
ら
の
拘
束
を
受
け
て
お
ら
ず
、
意
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
え
て
い
て
も
、
仏
教
で
は
自
由
で
あ
る
と
は
み
な
し
ま
せ
ん
。
そ
う

し
た
状
態
は
、
心
の
奴
隷
に
な
っ
て
い
る
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
わ
が
ま
ま
、
勝
手
気
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
同
様
に
、
辞
書
に
は
「
自
由
」
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
で
は
、
そ
れ
も
「
煩
悩
に
支
配
さ
れ
て
い
る
状
態
」
で
あ
る
、
あ

る
い
は
心
の
放
逸
状
態
、
我
を
失
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
仏
教
で
は
、
心
の
奴
隷
状
態
か
ら
の

解
放
、
す
な
わ
ち
内
的
な
現
象
に
支
配
さ
れ
な
い
こ
と
を
実
現
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

先
ほ
ど
、
自
由
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
「
世
界
か
ら
受
け
る
影
響
力
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
く
る
」
と
い
う
旨
の
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
発
す
る
言
葉
に
も
如
実
に
表
れ
て
き
ま
す
。

　

ま
ず
、「
何
々
の
せ
い
で
、
こ
う
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
ま
だ
世
界
の
下
僕
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
人
の
言
い
回
し
で
す
。

「
凡
夫
話
法
」
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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次
に
、「
何
々
だ
け
ど
、
こ
う
な
れ
た
」
と
語
る
人
は
、
世
界
か
ら
の
影
響
に
た
だ
翻
弄
さ
れ
た
り
、
溺
れ
た
り
す
る
段
階
を
脱
し
、

真
の
意
味
で
自
立
を
し
始
め
、
心
の
自
由
度
を
増
し
て
き
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、「
健
全
な
自
我
の
確
立
」
と
い
う
段
階
が
、
こ
の
段

階
に
当
た
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
三
番
目
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
の
自
由
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
何
々
だ
か
ら
こ
そ
、
お
か
げ
さ
ま
で
こ
う
な
れ
た
」
と
い

う
、
そ
う
い
っ
た
見
方
、
言
い
回
し
で
す
ね
。
す
べ
て
生
じ
て
く
る
現
象
、
出
来
事
を
す
べ
て
心
の
栄
養
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
い
は
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
を
す
べ
て
、
自
分
の
生
き
る
原
動
力
や
糧
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
な
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
生

か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
こ
の
段
階
で
す
。
こ
こ
に
き
て
私
た
ち
は
、
世
界
の
奴
隷
状
態
に
は
な
く
、
世
界
の
主
人
に
な

れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
人
こ
そ
、
真
に
「
自
由
に
生
き
る
」
人
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
の
現
実
の
場
面
に
当
て
は
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、「
あ

の
失
敗
」
や
「
あ
の
親
」
と
い
う
言
葉
を
「
何
々
」
の
と
こ
ろ
に
代
入
し
て
み
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
最
初
の
「
凡
夫
の
段
階
」
だ
と
、

「
あ
の
親
だ
か
ら
、
こ
う
な
っ
た
ん
だ
」「
あ
の
失
敗
の
せ
い
で
、
私
が
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
」
と
な
り
ま
す
。
過
去
の
事
実
や
親

が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
て
、
こ
う
し
た
人
は
全
く
の
無
力
状
態
で
、
完
全
に
他
者
や
過
去
の
奴
隷
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

　

と
こ
ろ
が
、
次
の
段
階
、「
あ
の
親
だ
け
ど
、
こ
う
な
れ
た
」「
あ
の
失
敗
が
あ
っ
た
け
ど
、
こ
う
な
れ
た
」
に
な
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
。
こ
う
し
た
言
い
回
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
、
過
去
の
事
実
や
親
の
影
響
力
を
跳
ね
返
し
て
、
自
立
し
た
自
己
を
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
「
自
由
が
生
ま
れ
て
き
た
」
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、「
あ
の
親
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
な
れ
た
」「
あ
の
失
敗
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
お
陰
さ
ま
で
こ
う
し
た
自
分
に
な
れ
た
」

と
言
え
た
と
き
、
過
去
の
事
実
や
環
境
、
今
こ
こ
で
生
じ
て
く
る
出
来
事
、
そ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
「
ご
縁
」
を
、
自
分
を
拘
束
す
る
条

件
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
苦
し
み
の
種
に
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
自
分
自
身
の
生
き
る
糧
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
し
、
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生
か
し
て
い
け
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
自
由
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
本
質
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

も
う
お
時
間
で
す
の
で
、
最
後
に
、
私
の
好
き
な
法
華
経
の
一
節
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
日
の
講
演
の
ま
と
め
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

私
の
大
好
き
な
法
華
経
の
一
節
と
は
、
如
来
寿
量
品
の
「
我
此
土
安
穏 

天
人
常
充
満
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
す
。
こ
の
私
の
心
が
安

ら
か
で
穏
や
か
で
あ
れ
ば
、
世
界
は
天
人
が
常
に
充
満
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
、
そ
う
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
私
は
受
け

取
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
心
ひ
と
つ
で
世
界
は
地
獄
か
ら
天
国
ま
で
、
い
く
ら
で
も
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。

世
界
は
私
た
ち
に
何
ら
の
影
響
力
も
与
え
ず
、
た
だ
こ
の
私
の
心
が
世
界
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
本
当
の
意
味
で
の

「
自
由
」
の
境
地
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、
釈
尊
は
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
誰
も
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
、
優
れ
た
経
営
者
の
方
で
、「
全
て
は
わ
が
師
」
み
た
い
な
言
葉
を
使
っ
て
い
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
経
営
者
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
ダ
メ
社
員
で
あ
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
学
ば
せ
て
も
ら

え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
見
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

法
華
経
と
い
え
ば
、
私
、
観
音
様
が
大
好
き
な
の
で
す
。
著
書
の
中
で
も
公
言
し
て
い
ま
す
。
法
華
経
で
は
、
観
世
音
菩
薩
普
門
品
で

観
音
様
が
登
場
し
て
き
ま
す
よ
ね
。
観
音
様
は
自
由
に
三
十
三
変
化
し
て
、
様
々
な
状
況
に
あ
る
衆
生
た
ち
を
、
百
万
億
の
方
便
で
も
っ

て
救
っ
て
い
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
の
姿
こ
そ
が
、
私
自
身
の
修
行
者
と
し
て
の
理
想
像
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
我
な
ど
と
い

っ
た
も
の
に
一
切
こ
だ
わ
ら
ず
、
真
に
自
由
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
意
味
で
は
、
観
音
様
と
は
、
拝
む
対
象
と
い
う
よ
り
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
実
現
可
能

な
意
識
と
行
動
の
最
高
の
可
能
性
を
具
現
化
し
た
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
え
ば
一
般
に
「
千
手
観
音
」
と
し
て
知
ら
れ
る
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
像
の
手
の
ひ
ら
の
一
つ
ひ
と
つ
に
、
す
べ
て
眼
が
つ
い

て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
無
我
を
看
破
し
、
真
の
自
由
を
実
現
し
た
智
慧
の
眼
と
、
そ
の
智
慧
を
も
と
に
衆
生
の
抜
苦
与
楽
を
実
現
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し
て
い
く
慈
悲
の
行
動
力
を
示
す
手
。
そ
し
て
一
つ
ひ
と
つ
の
手
に
持
つ
道
具
が
方
便
力
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、

智
慧
と
慈
悲
、
そ
し
て
方
便
と
い
う
三
位
一
体
の
統
合
、
そ
う
し
た
人
間
の
実
現
可
能
な
最
高
の
生
き
か
た
を
千
手
観
音
像
が
表
現
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
集
会
で
は
皆
様
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
発
表
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
様
々
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
社
会
貢
献
活
動
の
ご
報
告
が
ご
ざ
い

ま
し
た
。
同
じ
僧
侶
と
い
う
立
場
で
地
道
な
菩
薩
行
の
実
践
を
さ
れ
て
い
る
皆
様
が
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
私
自
身
と
て
も
励

ま
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
皆
様
に
負
け
ず
に
こ
れ
か
ら
も
が
ん
ば
っ
て
自
ら
の
お
役
に
邁
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
同
じ
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
教
え
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
一
切
衆
生
の
抜
苦
与
楽
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
い
う
志
、
い
わ
ば
観
音

様
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
溢
れ
た
皆
様
の
前
で
、
お
話
を
す
る
機
会
を
い
た
だ
け
ま
し
た
こ
と
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
つ
た
な
い

お
話
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会　

プ
ラ
ユ
キ
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
上
で
終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
一
度
、
プ
ラ
ユ
キ
先
生
に

大
き
な
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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129 自由に生きる　タイ仏教僧として（プラユキ・ナラテボー）

               参考資料：「世間的な自由と仏教的な自由」 

                                                             
 ☆「自由」とは？   

 
・「心のままであること。あるいは外的束縛や強制がないことを意味する。」 

～ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 
・「① 他からの強制・拘束・支配などを受けないで，自らの意志や本性に従っている・こと（さま）。 

② 物事が自分の思うままになるさま。 ③ わがまま。気まま。」 ～大辞林 
 
・以上より、「一般的（世間的）な自由」は、だいたい以下の三つにまとめられる 

１，外的な束縛、拘束、妨害、支配がない。 
２，自分の意(思い、心)のままに振る舞える。  
３，わがまま。勝手気まま。 
民主的、平和的な社会環境が整い、基本的人権が尊重されている（⇄奴隷制度） 

 
・「仏教的な自由」の「一般的（世間的）な自由」との相違 

１, 内的な思考パターン、感情や記憶、心のクセ等に支配されていないこと（＝「無執着」）が重要。 
２，自分の意（思い、心）のままに振る舞うことは、必ずしも「自由」であるとみなされていない。 
３，「わがまま、勝手気まま」であることは、煩悩(我)に支配されている「放逸」状態であるとみなす。 

  ※「心の奴隷（＝渇愛や自我への執着）」になっていないことが大切 

   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
☆私自身の「自由」の深まりの変遷 

 

１、日本社会・ 自分自身を省みる。自らを拠り所に。 
   〜「自らを拠り所とせよ」 
２、戒律(227 戒)遵守と瞑想体験により、心身についての理解が深まり、変容が生ずる。 
   〜 心を自由にする戒律 
３、各地の寺でリトリート瞑想修行。 多くの師から様々な瞑想法を学び実践。 
   〜「衆罪は霜露の如し。慧日能く消除す」 
４、慈悲の実践を通した自他共の自由（＝自他の抜苦与楽）。 
   〜「方便力」（＝upaya「近づける」が原義） 
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131 自由に生きる　タイ仏教僧として（プラユキ・ナラテボー）
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