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へ
ん
有
り
難

く
思
っ
て
お

り
ま
す
。
そ

の
他
に
も
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教

の
聖
地
ヴ
ァ

ラ

ー

ナ

ス
ィ
ー
や
世
界

遺
産
の
タ
ー
ジ

マ
ハ
ー
ル
、
皆

さ
ん
の
お
家
で

も
よ
く
お
勤
ま

り
に
な
り
ま
す

「
仏
説
阿
弥
陀

経
」
を
説
か
れ

た
祇
園
精
舎
に

も
お
参
り
で
き

ま
し
た
。
祇
園

精
舎
で
は
み
ん

な
で
阿
弥
陀
経

を
お
勤
め
し
ま
し
た
。
そ
の
他
の
聖
地
で
も
み
ん
な
で

お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
万
感
の
思
い
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
写
真
は
、
私
一
人
で
写
っ
て
い
る
も
の
が

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
で
の
も
の
で
す
。
後
ろ
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
ー
の
大
塔
（
高
さ
52
ｍ
）
で
左
の
電
柱
み
た
い
な
の
は

ア
シ
ョ
カ
王※

が
仏
跡
に
立
て
ら
れ
た
「
ア
シ
ョ
カ
王

柱
」（
上
の
部
分
は
壊
れ
て
い
る
）
で
す
。
も
う
１
枚
は

ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
お
釈
迦
様
の
涅
槃
像
と
写
し
た
も
の
で

す
。

　

さ
ら
に
み
ん
な
と
別
れ
て
か
ら
コ
ル
カ
タ
（
旧
カ
ル

カ
ッ
タ
）
に
行
き
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
施
設
を
見
学
し
、

印
度
博
物
館
で
は
、
ど
う
し
て
も
見
た
か
っ
た
「
仏
舎

利
」（
お
釈
迦
様
の
ご
遺
骨
）
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
い
つ
か
ま
た
、
今
度
は
ご
門
徒
の
皆
さ
ん
と
一
緒

に
印
度
を
訪
ね
る
こ
と
が
私
の
夢
で
す
。
ど
う
で
す

か
？
本
気
で
印
度
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

※
　

ア
シ
ョ
カ
王

　

イ
ン
ド
で
最
初
の
統
一
王
朝
の
マ
ウ
リ
ヤ
朝
最
盛
期
の
王
。

多
く
の
殺
戮
を
繰
り
返
し
、「
残
忍
ア
シ
ョ
カ
」
と
呼
ば
れ
た
外

道
な
前
半
生
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
に
帰
依
し
た
後
は
「
法
の
ア

シ
ョ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
聖
者
と
し
て
の
後
半
生
で
あ
っ
た
。
仏

教
の
聖
地
に
八
万
四
千
の
仏
塔
を
建
て
た
と
い
わ
れ
る
。

「
読
者
の
声
よ
り
」

　

ご
門
徒
の
Ｍ
さ
ん
か
ら
、
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

全
部
を
掲
載
で
き
ず
ま
こ
と
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
寺
報
一
号
二
号
興
味
深
く
拝
見
し
ま
し
た
。

　

一
号
の
仏
壇
の
お
水
の
こ
と
、
ど
こ
か
で
「
仏
さ
ま
も

米
を
食
べ
る
と
き
、
水
分
を
取
ら
な
い
と
喉
が
渇
く
か

ら
」
と
友
人
が
仏
壇
に
お
供
え
し
て
い
た
の
を
見
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
と
は
思
い
ま
し
た
が
、
私

は
面
倒
な
の
で
あ
げ
て
お
り
ま
せ
ん
。
正
解
で
し
た
。

　

二
号
の
供
花
の
件
で
す
が
、
姑
が
三
年
前
に
亡
く

な
っ
て
お
客
様
が
見
え
て
忙
し
か
っ
た
と
き
に
、
夫
に

お
花
を
あ
げ
て
と
頼
み
ま
し
た
。
手
が
空
い
た
と
き
に

仏
間
に
入
っ
て
み
る
と
お
花
が
逆
を
向
い
て
い
ま
す
。

私
が
夫
を「
い
つ
も
お
参
り
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
こ
の

歳
に
な
っ
て
も
常
識
が
わ
か
ら
ん
の
や
。」
と
咎
め
ま
し

た
ら
、
夫
は
「
仏
さ
ん
に
あ
げ
る
花
や
、
仏
さ
ん
に
向
け

て
あ
げ
る
の
が
本
当
や
。」
と
口
争
い
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
お
葬
式
や
お
寺
参
り
に
行
っ
て
納
得
し
た
よ

う
で
す
。
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
二
号
の
記
事
を
読
ん

で
も
ら
い
ま
す
。」

…
…
と
の
こ
と
で
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
い
つ
ま
で
も
仲
良
く
お
念
仏
ご
相
続
の
こ
と
お

願
い
い
た
し
ま
す
ね
。

「
誰
に
も
聞
け
な
い
お
仏
壇
の
話
」

　

第
３
回
「
お
線
香
は
立
て
な
い
の
？
」

　

線
香
は
江
戸
時
代
中
期
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
、
燃

香
と
い
う
正
式
な
作
法
を
略
式
に
し
た
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
た
と
え
線
香
を
用
い
て
も
形
は
燃
香
に
近
い

よ
う
に
線
香
を
香
炉
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
２
、
３
本

に
折
り
、
横
に
寝
か
せ
て
供
え
ま
す
。
お
仏
壇
の
香
炉

が
金
香
炉
で
と
て
も
小
さ
い
と
い
う
場
合
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
け
る
焼
香
時
の
作

法
で
は
、
焼
香
時
に
香
を
持
ち
上
げ
て
お
し
い
た
だ
き

ま
せ
ん
。
焼
香
の
作
法
は
、
ま
ず
焼
香
台
の
前
に
進
み

（
正
座
し
）、
ご
本
尊
に
向
か
っ
て
軽
く
一
礼
し
、
香
を
右

手
で
つ
ま
ん
で
そ
の
ま
ま
１
回
だ
け
（
大
谷
派
は
２
回
）

香
炉
に
く
べ
ま
す
。
そ
の
後
合
掌
、
そ
し
て
お
念
仏
を

唱
え
な
が
ら
礼
拝
し
、
再
度
ご
本
尊
に
一
礼
し
て
退
出

と
い
う
順
序
で
す
。

「
編
集
後
記
」

　

ご
門
徒
の
皆
さ
ん
か
ら
リ
ク
エ
ス
ト
も
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
次
回
は
そ
れ
に
お
応
え
で
き
る
よ
う
頑
張
り

ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。　　

　
　
　
　
　
　
　

合
掌


