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「
慈
愛
」に
満
ち
た
僧
侶

北
タ
イ
に
お
け
る
最
大
の
都
市
チ
ェ
ン
マ
イ
。
そ
の

チ
ェ
ン
マ
イ
市
街
地
か
ら
、
北
東
へ
わ
ず
か
二
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
が
ほ
ぼ
毎

年
調
査
に
訪
れ
る
、
ひ
と
つ
の
仏
教
寺
院
が
あ
る
。
今

年
で
六
六
歳
を
迎
え
る
、
こ
の
寺
の
住
職
は
、
い
つ
も

優
し
げ
な
微
笑
み
を
た
た
え
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に

包
ま
れ
て
い
る
。
穏
や
か
な
声
に
、
上
品
な
立
ち
居
ふ

る
ま
い
。
会
話
の
端
々
に
冗
談
を
織
り
交
ぜ
る
茶
目
っ

気
だ
っ
て
あ
る
。
そ
ん
な
住
職
は
、「
僧
侶
は
社
会
の

た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
の
も

ち
主
で
あ
る
。

タ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
で
広
く

信
仰
さ
れ
て
き
た
上
座
部
仏
教
の
僧
侶
た
ち
は
、
一
般

的
に
、
戒
律
を
厳
し
く
守
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

戒
律
を
守
り
、
経
典
学
習
と
瞑め

い
そ
う想
修
行
に
勤い

そ

し
む
こ
と

で
、
涅ね

槃は
ん

を
目
指
す
僧
侶
た
ち
。
そ
の
彼
ら
を
、
衣
食

住
の
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
徳
を

積
む
在
家
者
た
ち
。
こ
の
明
確
な
線
引
き
こ
そ
が
、
両

者
を
、
儀
礼
や
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
通
じ
て
互

恵
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、「
僧
侶
は
社
会
の
た
め
に
働
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
、
住
職
は
、

経
典
に
依
拠
し
て
、
仏
陀
が
弟
子
に
捧さ

さ

げ
た
任
務
だ
か

ら
だ
と
説
明
す
る
。
僧
侶
は
日
々
、
在
家
者
の
サ
ポ
ー

ト
な
く
し
て
は
生
き
ら
れ
な
い
か
ら
、
在
家
者
が
困
難

に
直
面
し
た
際
に
は
、
共
に
解
決
に
あ
た
る
こ
と
で

「
返
礼
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
住
職
が
こ
れ

ま
で
約
三
〇
年
間
、
農
民
の
貧
困
、
エ
イ
ズ
、
高
齢
者

や
森
林
保
護
に
か
か
わ
る
活
動
を
熱
心
に
お
こ
な
っ
て

き
た
の
は
、
何
が
「
社
会
の
た
め
」
に
な
る
の
か
と
い

う
問
い
に
対
す
る
、
住
職
な
り
の
答
え
で
あ
っ
た
。
村

人
た
ち
は
、
こ
の
住
職
の
こ
と
を
、「
慈
愛
」
に
満
ち

た
僧
侶
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。

心
優
し
く
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い

調
査
を
続
け
る
う
ち
に
、
わ
た
し
は
時
折
、
こ
の

「
慈
愛
」
に
満
ち
た
僧
侶
が
、
人
知
れ
ず
、
頭
を
悩
ま

せ
て
い
る
場
面
に
遭
遇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ル
ア

ン
ポ
ー
（
僧
侶
の
自
称
）
だ
っ
て
、
い
つ
も
心
優
し
く

ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
」。
こ
れ
は
あ
る
と
き
、
住
職

が
、
わ
た
し
に
向
か
っ
て
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
つ
ぶ
や

い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

住
職
の
悩
み
の
種
は
、
寺
の
所
有
地
内
に
暮
ら
す
住

民
の
存
在
に
あ
っ
た
。
こ
の
寺
は
、
小
高
い
山
の
上
に

建
て
ら
れ
て
お
り
、
山
の
頂
か
ら
す
そ
野
に
か
け
て
の

土
地
す
べ
て
の
所
有
権
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寺

の
所
有
地
と
一
般
の
土
地
が
接
す
る
、
す
そ
野
部
分
に

お
い
て
も
、
寺
の
所
有
地
を
示
す
よ
う
な
囲
い
は
設
置

さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
見
す
る
だ
け
で
は
、
寺
の
所
有
地

と
一
般
の
土
地
の
区
別
は
つ
か
な
い
。
こ
の
境
界
が
曖

昧
な
場
所
に
、
異
な
る
宗
教
や
民
族
を
背
景
に
も
つ
人

び
と
が
全
国
各
地
か
ら
移
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
居
住
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

タ
イ
で
は
、
寺
の
所
有
地
は
、
法
的
に
自
由
な
売
買

が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
寺
の
所
有
地
内

に
暮
ら
す
住
民
の
な
か
に
は
、
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が

ら
も
、
現
金
収
入
を
え
よ
う
と
第
三
者
に
転
売
し
た
り
、

賃
貸
し
た
り
す
る
者
が
後
を
絶
た
な
い
。
ま
た
、
住
民

の
大
半
は
、
建
設
、
洗
濯
、
草
刈
り
な
ど
の
賃
労
働
や
、

市
場
で
の
物
売
り
で
生
計
を
立
て
る
低
所
得
層
で
あ
る
。

し
か
し
、
住
民
た
ち
が
昼
間
か
ら
、
な
け
な
し
の
金
で

酒
盛
り
を
楽
し
む
風
景
は
、
こ
こ
で
の
日
常
と
化
し
て

い
る
。
住
民
た
ち
に
関
す
る
こ
う
し
た
情
報
は
、
回
り

回
っ
て
住
職
の
耳
に
も
届
い
て
い
る
。
違
法
と
わ
か
っ

て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
土
地
の
売
買
や
賃
貸
を
続
け
る
の

か
。
経
済
的
に
困
窮
す
る
な
ら
、
な
ぜ
必
死
で
働
か
な

い
の
か
。
い
つ
も
は
微
笑
み
を
た
た
え
る
住
職
も
、
こ

の
話
題
に
な
る
と
、
顔
色
が
曇
り
、
語
気
が
強
ま
っ
て

し
ま
う
。

ジ
レ
ン
マ
と
の
戦
い

し
か
し
な
が
ら
住
職
が
、
寺
の
所
有
地
か
ら
住
民
た

ち
を
強
制
的
に
排
除
し
た
り
、
罰
金
を
課
し
た
り
、
あ

る
い
は
監
視
を
強
化
し
た
り
、
と
い
っ
た
強
硬
策
に
乗

り
出
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
住
職
が
講
じ
て
き
た

の
は
、
せ
い
ぜ
い
、
所
有
地
内
に
看
板
を
設
置
し
、
無

断
で
家
を
建
て
な
い
よ
う
に
呼
び
か
け
た
こ
と
や
、
所

有
地
内
の
住
民
の
み
を
対
象
と
す
る
基
金
を
設
立
し
、

住
民
同
士
の
相
互
扶
助
を
奨
励
し
た
こ
と
く
ら
い
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
遠
回
し
な
方
法
は
い
ず
れ

も
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
住
職
が
期
待
す

る
よ
う
な
効
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。
他
に
も
、
住
職
は
、

賃
借
料
の
徴
収
を
開
始
す
る
と
何
度
も
い
い
な
が
ら
、

い
ま
だ
実
行
に
移
す
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。

住
民
た
ち
の
不
法
行
為
や
生
活
態
度
が
目
に
余
る
こ

と
は
、
所
有
地
の
管
理
・
利
用
に
責
任
を

負
う
住
職
に
と
っ
て
、
都
合
の
よ
く
な
い
話

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お

く
と
、
寺
の
評
判
を
落
と
し
か
ね
な
い
か
ら

で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
住
民
た
ち
に
対
し

て
強
硬
策
に
出
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
、
住
民
た
ち
の

あ
い
だ
で
不
満
の
声
が
噴
出
す
る
だ
け
で
な

く
、
他
の
村
人
た
ち
か
ら
も
「
心
が
狭
い
」

と
非
難
さ
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、「
慈
愛
」
に
満
ち
た
僧
侶
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
に
傷
を
つ
け
て
し
ま
う
。
住
職
に
で
き
る

こ
と
は
、
住
民
た
ち
の
様
子
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら

せ
つ
つ
、
事
態
を
こ
れ
以
上
深
刻
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、

と
き
に
や
ん
わ
り
と
釘く

ぎ

を
刺
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
僧

侶
の
「
慈
愛
」
と
は
、
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
う
え
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
タ
イ
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
住
職
の
よ
う

に
、
開
発
の
進
展
に
伴
っ
て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
実

的
課
題
の
解
決
に
、
自
ら
積
極
的
に
取
り
組
む
僧
侶
が

少
な
く
な
い
。
し
か
し
彼
ら
に
は
、
個
々
の
課
題
を
解

決
す
る
ス
キ
ル
以
上
に
、
在
家
者
と
の
ほ
ど
よ
い
距
離

の
な
か
で
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
良
き
イ
メ
ー
ジ
を
保

ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
そ
の
力
が
試
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

岡お
か

部べ 

真ま

ゆ

み

由
美

大
谷
大
学
助
教

「
慈
愛
」に
覆
い
隠
さ
れ
た

僧
侶
の
ジ
レ
ンマ

寺の所有地内にある山地少数民の家屋

寺の所有地内で洗濯業を営むムスリムの親子

儀礼後の饗食で在家者と語らう住職


