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ま

げ

鳩

摩

羅

什
あ

髯
森

久

國
前
寺

（広
島
市
）
は
我
が
家
の
菩
提
寺
で
、
そ
の
境
内
と

背
後
の
二
葉
山

一
帯
は
、
私
の
腕
白
時
代
の
恰
好
の
遊
び
場
だ

っ
た
。
そ
の
本
堂
の
一
隅
に
、
正
面
の
日
蓮
像
と
は
一
風
違

っ

た
、
身
丈
二
尺
ほ
ど
の
細
面
の
端
然
た
る
木
製
の
坐
像
が
有
り
、

子
供
心
に
も
何
と
な
く
気
に
か
か
っ
て
は
い
た
。
戦
後
、
貫
主

疋
田
英
政
氏
か
ら
教
え
ら
れ
た
事
だ
が
、
こ
れ
は
、
日
本
唯

一

の
、
中
国
最
大
の
仏
典
翻
訳
家
、
鳩
摩
羅
什

（三
四
四
―
四
一

三
）
の
像
、
何
故
こ
こ
に
有
る
の
か
判
ら
ぬ
が
、
学
者
方
の
鑑

定
で
は
中
国
南
部
の
素
材

ｏ
彫
刻
、
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
知

っ
よた
。
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國
前
寺
は
、
日
蓮
が
嘱
望
し
た
末
弟
子
日
像
が
、
船
で
遍
歴

の
途
次

（
一
三
四
〇
年
）
開
い
た
寺
。
広
島
藩
主
浅
野
家
と
も

縁
深
く
、

「
不
施
不
受
」
を
護
持
し
て
幕
府
の
寄
進
を
断

っ
た

時
も
、
そ
の
庇
護
で
生
き
残

っ
た
と
い
う
、
骨
太
の
寺
で
あ
る
。

鳩
摩
羅
什
は
中
国
の
四
大
訳
経
家
の
中
で
最
古
の
人
、
五
十

七
歳
に
し
て
後
秦
の
王
に
迎
え
ら
れ
、
長
安

。
草
堂
寺
で
三
千

人
も
の
訳
経
師
を
育
て
、
十
年
足
ら
ず
の
間
に
法
華
経
な
ど
何

百
の
梵
語
の
経
典
を
、
実
に
流
暢
な
中
国
語
に
訳
し
た
。
小
生

愚
考
す
る
と
こ
ろ
、
勿
論
羅
什
さ
ん
の
責
任
で
は
な
い
が
、
こ

の

「流
暢
さ
」
の
故
に
、
日
本
で
は
多
く
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
、

大
衆
は
仏
教
の
真
髄
に
触
れ
難
く
、
日
本
仏
教
の
現
状

（死
者

儀
礼
の
み
目
立
つ
）
を
招
い
た

一
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

閑
話
体
題
…
。

４

さ
て
、
英
政
師
は

「西
安
の
草
堂
寺
に
は
鳩
摩
羅
什
の
像
が

無
い
と
い
う
の
で
、
原
爆
で
残

っ
た
松
の
根
で
、
当
寺
の
像
を

も
と
に
彫
刻
し
、
平
和
の
念
を
込
め
て
寄
贈
し
よ
う
と
し
た
が
、

日
本
の

「別
派
」
か
ら
寄
附
が
あ
り
、
そ
の
金
で
既
に
羅
什
像

を
作
製
し
た
由
。
当
寺
の
像
の

・
写
真
も
参
考
に
し
た
よ
う
だ
が
、

『
話

（
マ
ゲ
）
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
」
と
い
う
議
論
が
あ
り
、

推
測
か
ら
制
作
し
た
と
聞
い
て
い
る
が
…
」
と
、
日
蓮
の
著
書

『撰
時
抄
』
を
頂
い
た
。

羅
什
は
、
仏
教
に
造
詣
深
い
語
学
の
天
才
と
し
て
、
当
時
の

中
国
の
歴
代
の
王
の
垂
涎
の
的
で
あ
り
、
そ
の
彼
が
酉
安
に
招

か
れ
た
経
緯
と
、
同
地
で
の
生
活
振
り
を
記
し
た
箇
所
を
指
し

示
さ
れ
た
。
私
は
頂
い
た

『撰
時
抄
』
を
書
棚
に
仕
舞
っ
た
ま

ま
、
半
ば
忘
れ
か
け
て
い
た
。

二
つ
の
像
を
追
っ
て

二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
仕
事
の
関
係
で
中
国
訪
間
の
機
会
が

多
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
施
設
訪
間
の
中
継
地
と
し
て
西
安
に

立
ち
寄
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
郊
外

（陳
西
省
戸
県
草
堂
鎮
）

の
同
寺
を
、
一家
雨
ぬ
か
る
み
の
中
訪
れ
た
。
高
齢
の
方
丈

（住

職
）
繹
宏
林
師
は
風
邪
気
味
の
自
で
挨
拶
の
み
に
し
て
、
監
院

（執
事
長
）
澤
諦
性
師
に
寺
院
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
こ

で
初
め
て
見
た
鳩
摩
羅
什
の
像
は
、
國
前
寺
の
も
の
と
は
似
て

も
似
つ
か
ぬ
、
豊
か
な
体
躯
の
、
頭
巾
を
か
む
っ
た
坊
主
の
姿
っ

先
方
ざ
國
前
寺
の
像
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、

「羅
什
が

こ
ん
な
姿
の
は
ず
は
な
い
」
と
、
同
師
が
西
安
に
迎
え
ら
れ
て

か
ら
自
由
な
俗
人
の
生
活
を
し
て
い
た
と
い
う
逸
話
等
々
を
、

（臆
面
も
な
く
）
ま
く
し
立
て
る
。
一諦
性
師
ら
は
、
そ
ん
な
こ

と
よ
り
、
鳩
摩
羅
什
師
の
縁
に
結
ば
れ
て
、
日
本
か
ら
遠
路
は
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る
ば
る
来
て
く
れ
た
事
へ
の
喜
び
が
先
に
た
っ
た
よ
う
で
あ
っ

た
。
私
は

一
こ
の
次
は
是
非
泊
ま

っ
て
ゆ
っ
く
り
し

て
下
さ

い
」
と
い
う
言
葉
に
送
ら
れ
、
北
京
に
戻

っ
た
。

趙
僕
初
師
に
も
直
訴

中
国
仏
教
協
会
長
通
僕
初
師

（共
産
党
常
任
委
員
）
に
、

「原
爆
と
仏
教
」
と
い
う
題
目
で
面
会
を
お
願
い
し
て
あ

っ
た
。

北
京
飯
店
の
私
の
部
屋
に
お
弟
子
さ
ん
と
入
っ
て
来
ら
れ
た
の

に
は
、
恐
燿
至
極
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
と
の
面
会
の
経
緯
と
御

話
の
中
身
は
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
、
西
安
の
興
奮
が
未
だ

納
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
私
は
、
羅
什
の
二
つ
の
像
の
事
を
、
つ

い
趙
師
に
言
い
付
け
て
し
ま
っ
た
。
同
師
は
温
容
に
笑
み
を
浮

か
べ
ら
れ
つ
つ
、

「見
事
に
復
興
さ
れ
た
広
島
を
も
う

一
度
訪

問
し
た
い
。
そ
し
て
國
前
寺
の
羅
什
像
に
案
内
し
て
下
さ
い
」

と
の
言
葉
を
残
し
て
辞
去
さ
れ
た
。
同
師
は
一
昨
年
逝
去
さ
れ
、

望
み
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
誠
に
心
残
り
で
あ
る
。

目
か
ら
鱗
、
両
寺
の
交
流
始
め
る

そ
の
後
私
は
、
三
度
同
寺
を
訪
れ
た
が
、
そ
の
度
に
草
堂
寺

の
境
内
に
新
し
い
建
物
、
門
前
に
売
店
と
、
観
光
地
の
風
情
に

な
る
の
が
寂
し
く
、
そ
の
上
そ
れ
が
総
て
、

（時
に
は
何
百
人

の
）
日
本
人
の
置
い
て
い
く

「
お
布
施
」
に
よ
る
も
の
と
聞
き
、

日
本
の
協
力
は

「何
時
も
お
金
か
」
と
憂
鬱
に
な
っ
た
。
そ
れ

に
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
の
訪
間
の
時
は
、
い
つ
も
豪
雨
、
膝

ま
で
つ
か
る
ぬ
か
る
み
の
中
、
ま
る
で
天
の
怒
り
に
触
れ
て
い

る
か
の
如
し
。
澤
宏
林
師
は

「森
さ
ん
は
い
つ
も
嵐
と
共
に
来

り
、
風
の
如
く
去
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
歓
迎
し
て
く
れ
る
。

だ
が
、
同
寺
の
皆
さ
ん
の
顔
付
き
は
、
最
初
会

っ
た
時
と
同

じ
で
、
微
塵
も
精
神
の

「汚
染
」
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
、
何
か
発
想
の
転
換
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
て
き
た
。
私
は
目
か
ら
鱗
が
取
れ
た
よ
う
な
心
地
で
、
両
寺

の
像
の
違
い
を
追
求
す
る
な
ど
よ
り
も
、
も

っ
と
大
事
な
事
が

あ
る
、
そ
れ
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
両
寺
の
交
流
を
通
じ
て
、

中
国
の
仏
教
な
い
し
仏
教
徒
の
現
在
の
姿
を
知
る
こ
と
の
意
義

で
あ
る
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

國
前
寺
Ｌ
草
堂
寺
は
、
友
好
覚
書
を
結
ん
で
、
相
互
訪
問
か

ら
始
め
る
こ
と
と
し
た
。
ま
ず
國
前
寺
側
か
ら
執
事
長
疋
田

英
親
師
が
私
ら
五
人
と
共
に
、　
一
九
九
九
年
二
月
草
堂
寺
を
訪

問
。
こ
の
日
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
の
晴
天
、
数
十
人
の
護
法
居

士

（信
徒
の
こ
と
）
総
出
の
歓
迎
を
受
け
た
。
そ
こ
は
、
釈
迦

の
教
え
に
近
く
、
寺
は
墓
と
は
全
く
無
縁
、
居
士
の
奉
仕
に
支

え
ら
れ
て
生
き
て
い
た
。
同
年
十

一
月
、
草
堂
寺
か
ら
宏
林

ｏ
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「
丁

一誦
性
の
両
師
と
、
奇
し
く
も
我
々
の
訪
問
日
に
寺
に
入
っ
た
若

い
理
性
師
の
三
人
を
、
國
前
寺
が
広
島
に
招
待
。
盛
大
に
鳩
摩

羅
什
の
遺
徳
を
偲
ぶ
法
要
を
営
み
、
共
に
八
十
五
歳
の
両
寺
の

貫
主
が
め
で
た
く
初
会
を
果
し
、
京
都
に
も
案
内
し
た
。
森
家

の
墓
前
で
読
経
し
て
貰
い
、
そ
れ
が

「般
若
心
経
」
と
判
り
、

英
親
師
に
渋
い
顔
を
さ
れ
る
な
ど
、
両
地
で
は
、
実
に
多
く
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
経
験
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
国
の
仏
教
は
何
処
ヘ

草
堂
寺
は
、
格
で
言
え
ば

「末
寺
」
に
属
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
の
後
、
こ
の
交
流
も
契
機
と
な
っ
て
、
敷
地
を
少

し
広
げ
、

「仏
教
学
院
」
と
し
て
新
た
な
出
発
を
準
備
中
と
い

う
。

「
お
め
で
と
う
。
そ
れ
こ
そ
、
羅
什
の
遺
志
の
継
承
。
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
が
出
来
た
ら
知
ら
せ
て
欲
し
い
」
な
ど
と
、
人
７後

は
学
問
的
な
交
流
に
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
同
寺
と
の
交

流
を
通
じ
、
中
国
の
寺
や
僧
侶
の
状
況
は
、
日
本
と
は
全
く
違

う
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
私
の
関
心
と
期
待
は
、
共

産
主
義
の
ま
ま
経
済
の
自
由
化
■
進
め
て
い
る
中
国
に
お
い
て
、

特
に
そ
の
精
神
文
明
の
中
で
、力
７後
仏
教
が
ど
の
様
な
位
置
を

占
め
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
に̈
あ
る
。

（
社
団
法
人
日
本
原
子
力
産
業
会
議
副
会
長
）


