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菩ぼ

さ

つ薩
の
誓せ

い
が
ん願

　
前
述
の
四し

弘ぐ

誓せ
い
が
ん
も
ん

願
文
は
、
ご
法
事
な
ど
の
読
経
の
最
後
に
私
が
い
つ
も
唱

え
て
い
る
偈
文
で
す
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
菩
薩
が
普
遍
的
に
追
求
す
べ
き

誓
願
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
菩
薩
っ
て
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
？

　
お
釈
迦
様
が
無
く
な
っ
た
後
、百
年
も
す
る
と
出
家
者
が
中
心
と
な
っ
て
、

お
釈
迦
様
の
御
教
え
が
経
典
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
年
代
と
共
に
そ
の
量
が
増
え
、
出
家
者
は
経
典
の
学
問
的
解
説
や

自
分
が
解
脱
す
る
為
の
修
行
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
社
会
や
在
家

信
者
と
の
関
わ
り
を
あ
ま
り
も
た
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
出
家

僧
団
が
分
裂
を
重
ね
、
最
終
的
に
は
二
十
ぐ
ら
い
の
部
派
が
で
き
た
そ
う
で

す
。
こ
れ
を
部ぶ

は派
仏ぶ

っ
き
ょ
う
教
と
い
い
ま
す
。
こ
の
部
派
仏
教
の
人
た
ち
は
、
自
分

た
ち
は
お
釈
迦
様
の
よ
う
に
仏
に
は
な
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
菩
薩

と
は
お
悟
り
を
ひ
ら
か
れ
る
前
の
お
釈
迦
様
の
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
部
派
仏
教
に
対
し
て
多
く
の
在
家
信
者
は
疑
問
を
抱

改
歳
之
令
辰

平
素
の
ご
厚
誼
に
感
謝
し
、

皆
様
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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 じ
ん
せ
い
が
ん
だ
ん

悩
無
尽
誓
願
断

法ほ
う
も
ん

 む
り
ょ
う
せ
い
が
ん
が
く

門
無
量
誓
願
学

仏ぶ
つ
ど
う
む
じ
ょ
う
せ
い
が
ん
じ
ょ
う

道
無
上
誓
願
成

（
命
あ
る
も
の
は
か
ぎ
り
な
く
存
在
す
る
が
、
そ
の
救
済
を
誓
い
願
い
ま
す
）

（
煩
悩
は
尽
き
る
こ
と
な
く
う
ま
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
を
断
つ
こ
と
を
誓
い
願
い
ま
す
）

（
お
釈
迦
様
の
御
教
え
は
は
か
り
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
を
誓
い
願
い
ま
す
）

（
お
釈
迦
様
の
道
に
こ
の
上
は
な
い
が
、
成
仏
す
る
こ
と
を
誓
い
願
い
ま
す
）

く
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
本
来
お
釈
迦
様
は
、
苦
し
み
悩
む
人
々
が
救

わ
れ
安
ら
ぎ
を
得
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
る
べ
き
か
を
説
か
れ
て
い
た
は
ず

な
の
に
、
な
ん
だ
か
お
か
し
い
ぞ
と
い
う
在
家
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て

新
し
い
流
れ
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
大

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
っ
き
ょ
う

乗
仏
教
と
い
い
ま
す
。
こ
の

大
乗
仏
教
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
越
え
中
国
に
伝
え
ら
れ
、
日
本
へ
と
伝
わ
っ
て
き

た
の
で
す
。

　
こ
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
大
乗
仏
教
の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
と
同
じ
人
間

の
お
釈
迦
様
が
仏
に
成
れ
た
の
だ
か
ら
、
煩
悩
の
尽
き
る
こ
と
な
い
自
分
た

ち
で
も
お
釈
迦
様
と
同
じ
修
行
を
し
て
い
け
ば
、
将
来
仏
に
成
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
修
行
を
行
い
成
仏
の
道
を
求
め
る
人

は
み
な
菩
薩
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
こ
こ
で
い
う
修
行
と
は
、
お
釈
迦
様
が
菩
薩
で
あ
る
と
き
に
修
行
さ
れ
た

と
い
う
六ろ

く
は
ら
み
つ

波
羅
蜜
の
修
行
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
六
波
羅
蜜
の
修
行
に
つ
い

て
は
、「
菩
薩
の
修
行
」
と
題
し
て
次
号
で
お
話
し
し
ま
す
。

　
言
葉
の
意
味
と
し
て
菩
薩
と
は
、ボ
ー
デ
ィ
・
サ
ッ
ト
ヴ
ァ [bodhisattva]

と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
漢
字
に
音
写
し
た
も
の
で
、
ボ
ー
デ
ィ
は

「
目
覚
め
」、サ
ッ
ト
ヴ
ァ
は
「
心
や
感
情
を
も
っ
た
存
在
」
と
い
う
こ
と
で
、

人
間
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
菩
薩
と
は
「
目
覚
め
た
人
」
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。

　
我
々
が
普
段
の
生
活
の
中
で
、
親
か
ら
い
た
だ
い
た
名
前
で
呼
ば
れ
て
い

る
自
分
が
、
確
固
不
動
の
自
分
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
自
分
は
実

は
状
況
や
環
境
に
よ
り
移
り
変
わ
り
ま
す
し
、
世
の
中
す
べ
て
の
も
の
が
、

常
に
移
り
変
わ
り
、
確
実
な
不
動
の
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
現

実
に
目
覚
め
た
人
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
菩
薩
の
誓
願
が
、
四
弘
誓
願
文

（
四
つ
の
大
き
な
誓
い
と
願
い
）
な
の
で
す
。

　
我
々
が
受
け
継
い
で
い
る
日
本
の
仏
教
は
、
こ
の
大
乗
仏
教
で
あ
り
、
も

と
は
在
家
の
方
々
の
運
動
に
よ
り
興
っ
た
も
の
で
す
。
い
ま
日
本
は
未
曽
有

の
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
確
固
不
動
と
思
わ
れ
た
生
活
が
崩
れ
去
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
絶
対
安
全
の
は
ず
の
原
発
も
不
動
に
安
全
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
る
で
夢
や
幻
を
見
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
が

真
実
で
あ
り
確
固
不
動
と
思
っ
て
生
き
て
い
る
我
々
が
実
は
夢
の
中
で
生
き

て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。
今
こ
そ
我
々
は
目
を
覚
ま
し
、
成じ

ょ
う
ぶ
つ
ど
う

仏
道
を

求
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
も
道
を
求
め
る
心
を
起
こ
せ

ば
、
菩
薩
な
の
で
す
。

次
号
へ
つ
づ
く
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逃
げ
場
な
し
に
追
い
こ
む

　
禅
画
の
格
好
の
題
材
と
し
て
登
場
す
る
図
柄

に
、「
南な

ん
せ
ん
ざ
ん
み
ょ
う

泉
斬
猫
の
話わ

」
が
あ
る
。
片
手
に
猫
の

首
根
っ
子
を
つ
か
ま
え
て
ぶ
ら
さ
げ
、
片
手
に

刀
を
持
ち
、
す
さ
ま
じ
い
形
相
で
猫
を
斬
り
捨

て
よ
う
と
し
て
い
る
南
泉
和
尚
と
、
そ
の
気
迫

に
お
じ
け
づ
い
て
尻
ご
み
す
る
雲
水
た
ち
の
姿
、

そ
の
中
に
あ
っ
て
一
人
飄ひ

ょ
う
ぜ
ん然
と
草
鞋
を
頭
に
の

せ
て
去
っ
て
ゆ
く
趙

じ
ょ
う
し
ゅ
う
州
の
姿
と
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
。
南な

ん
せ
ん
ふ
が
ん

泉
普
願
和
尚
は
、
百

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う
丈
和
尚
と
共

に
馬ば

祖そ

道ど
う
い
つ一
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
年
齢
は
百

丈
よ
り
一
歳
年
上
で
、
し
か
も
百
丈
よ
り
二
十

年
も
長
く
生
き
、
八
十
六
歳
で
世
を
去
っ
た
。

俗
姓
が
王お

う

で
あ
っ
た
の
で
、
王お

う

老ろ
う
し師
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
。

　
あ
る
日
、
南
泉
の
会え

か下
の
雲
水
た
ち
が
一
匹

の
猫
を
真
名
に
お
い
て
言
い
争
っ
て
い
る
。「
猫

に
仏ぶ

っ
し
ょ
う性
が
あ
る
か
、な
い
か
」と
い
う
の
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
堂ど

う
ち
ょ
う頭
の
南
泉
和
尚
が
通
り
か
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
猫
を
つ
か
ま
え
て
、
片
手

に
利
刀
を
か
ま
え
、
雲
水
た
ち
を
に
ら
み
つ
け

て
叫
ん
だ
。「
ち
と
、
ま
し
な
こ
と
を
い
う
こ
と

が
で
き
た
ら
、
猫
を
斬
ら
な
い
で
お
こ
う
」
と
。

し
か
し
和
尚
の
気
迫
に
押
さ
れ
て
誰
も
一
言
も

い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
わ
れ
猫
は
ま
っ
ぷ
た

つ
に
斬
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
・
・
・
・
・
・
。

　
そ
こ
へ
弟
子
の
一
人
の
趙
州
が
や
っ
て
き
た

の
で
南
泉
が
、「
お
前
な
ら
何
と
い
う
？
」
と
問

う
た
と
こ
ろ
、
趙
州
は
何
も
い
わ
ず
履
い
て
い

た
草
鞋
を
頭
に
の
せ
て
出
て
い
っ
た
。
南
泉
は

溜
息
を
つ
き
な
が
ら
「
お
前
が
も
う
少
し
早
く

こ
の
場
に
い
た
ら
、
猫
は
殺
さ
れ
ず
に
す
ん
だ

の
に
な
」
と
い
っ
た
。
南
泉
の
禅ぜ

ん
ぷ
う風

の
特
色
は

「
異い

る
い
ち
ゅ
う
ぎ
ょ
う

類
中
行
」
と
い
っ
て
人
間
ば
か
り
で
は
な

い
、
犬
・
猫
や
牛
・
馬
な
ど
の
世
界
か
ら
、
地
獄
、

餓
鬼
な
ど
の
世
界
に
到
る
ま
で
、
自
ら
進
ん
で

出
か
け
、
救
済
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る

と
い
う
。
そ
の
慈
悲
の
南
泉
が
、
猫
の
命
を
賭か

け
て
ま
で
も
雲
水
を
説
得
し
ょ
う
と
、
ぎ
り
ぎ

り
の
作さ

り
ゃ
く略

を
行
う
。
し
か
し
猫
の
命
は
救た

す

け
て

や
り
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
ま
し
な
こ
と
を

い
う
こ
と
が
で
き
た
ら
切
ら
な
い
。
さ
あ
早
く

い
え
」と
つ
め
よ
る
が
、誰
も
何
と
も
い
え
な
い
。

　
私
が
と
き
ど
き
掛
け
る
軸
に
、
山
田
無む

文も
ん

老

師
の
書
に
な
る
一
幅
で
「
道い

い
得
る
も
三
十
棒
、

道
い
得
ざ
る
も
三
十
棒
」（
徳と

く
さ
ん山
の
言
葉
）
と
い

う
の
が
あ
る
。
禅
の
語
録
で
「
道
」
と
い
う
文

字
が
出
て
来
た
ら
、「
み
ち
」
と
い
う
意
味
に
使

う
と
き
と
、「
言
う
」
と
い
う
文
字
と
同
じ
意
味

に
扱
う
と
き
と
二
通
り
あ
る
。
こ
の
場
合
も「
言

う
」
の
意
味
に
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
〝
ま
し

な
こ
と
を
い
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
あ
る
い
は

い
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
三
十
棒
を
く
ら

わ
す
ぞ
〟
と
い
う
の
で
あ
る
。
逃
げ
場
な
し
で

あ
る
。
禅
門
で
師し

け家
が
修
行
僧
を
説
得
す
る
と

き
は
、
こ
の
よ
う
に
逃
げ
場
な
し
に
追
い
こ
む

の
が
普
通
で
あ
る
。

　
道
元
禅
師
も
『
正し

ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う
ず
い
も
ん
き

法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
で
、

「
我
も
し
南
泉
な
り
せ
ば
、す
な
わ
ち
い
う
べ
し
。

云
い
得
た
り
と
も
す
な
わ
ち
斬ざ

ん
き
ゃ
く却

せ
ん
。
云
い

得
ず
と
も
す
な
わ
ち
斬
却
せ
ん
」
と
い
い
、
さ

ら
に

「
大
衆
に
代
っ
て
云
わ
ん
。
和
尚
た
だ
一い

っ
と
う刀

両り
ょ
う
だ
ん段

を
知
っ
て
、
一い

っ
と
う刀

一い
ち
だ
ん段

を
知
ら
ず
」

　
と
い
う
言
葉
を
添
え
て
お
ら
れ
る
。
一
刀
両

段
と
い
う
の
は
、
一
刀
の
も
と
に
二
つ
に
斬
り

捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
一
刀
一
段
と
い
う
の
は

斬
ら
な
い
、
つ
ま
り
殺
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
南
泉
は
、
雲
水
た
ち
を
逃
げ
場
な
し
に
追
い

こ
む
こ
と
ぐ
ら
い
先
刻
承
知
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
背は

い
す
い水

の
陣
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
人
間
、
ぎ

り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
追
い
こ
ま
れ
な
い
と
な
か

な
か
本
気
に
な
れ
な
い
。
本
気
に
な
ら
な
か
っ

た
ら
人
生
の
真
実
を
つ
か
む
こ
と
も
で
き
な
い

か
ら
。
死
刑
囚
や
癌が

ん

の
宣
告
を
受
け
た
人
の
言

葉
は
傾
聴
に
価
す
る
よ
う
に
。

　
そ
う
い
う
逃
げ
場
な
し
の
状
態
に
、
作
為

的
に
追
い
こ
む
、
こ
れ
が
師
家
の
学
人
を
説

得
す
る
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
為
に
猫

を
犠
牲
に
は
し
た
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
南

泉
は
一い

ち
る縷
の
逃
げ
場
を
残
し
て
や
っ
た
の
だ
が

…
…
…
。

　
心
を
鬼
に
し
て
一
匹
の
猫
の
命
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
も
、
南
泉
は
何
を
雲
水
た
ち
に
語
ろ
う

と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

南
泉
斬
猫

挙こ

す
。
南な
ん
せ
ん泉
一
日じ
つ

、
東と
う
ざ
い西
の
両り
ょ
う
ど
う堂、
猫み
ょ
う
じ児
を
争あ
ら
そう
。
南な
ん
せ
ん泉

見み

て
遂つ
い

に
提て
い
き起

し
て
云い
わ

く
、
道い

い
得え

ば
即す
な
わ

ち
斬き

ら
じ
、

衆し
ゅ
こ
た対
う
る
無な

し
。
泉せ
ん

、
猫み
ょ
う
じ児
を
斬ざ
ん
き
ゃ
く却
し
て
両り
ょ
う
だ
ん段
と
為な

す
、

泉せ
ん

、
復ま

た
前ぜ
ん
わ話
を
挙こ

し
て
趙
じ
ょ
う
し
ゅ
う
州
に
問と

う
州
便す
な
わち
草そ
う
あ
い鞋
を
脱だ
っ

し
て
頭ず
じ
ょ
う上
に
戴い
た
だい
て
出い

づ
。
泉せ
ん
い
わ云
く
、
子な
ん
じ
も若
し
在あ

ら
ば
恰
あ
た
か

も
猫み
ょ
う
じ児

を
救す
く

い
得え

ん
。

光
を
伝
え
た
人
々愛

知
専
門
尼
僧
堂
堂
長
　
青
山
俊
董
老
師

な

ん

 
 

 
 

 

せ

ん

 
 

 
 

 

ざ

ん

 
 

 
 

み

ょ

う
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猫
の
目
に
人
間
は
ど
う
映
る
か

    

　
─
「
異い

中ち
ゅ
う
ら
い来
也や

か
え
っ
て
明め

い
か
ん監
」
─

　
五
月
中
旬
八
日
ほ
ど
訪
米
し
た
折
、
ナ
イ
ア

ガ
ラ
瀑
布
を
訪
ね
た
。
エ
リ
ー
湖
か
ら
流
れ
出

た
水
が
ゴ
ー
ト
島
で
二
分
さ
れ
、
一
方
は
越
境

し
て
カ
ナ
ダ
瀑
布
と
な
り
、
一
方
は
ア
メ
リ
カ

瀑
布
と
な
っ
た
。
二
つ
の
瀑
布
は
一
つ
の
視
界

の
中
に
お
さ
ま
る
距
離
に
あ
り
、
滝
壺
に
落
ち

た
水
は
た
ち
ま
ち
合
流
し
て
一
つ
の
ナ
イ
ア
ガ

ラ
川
と
な
る
。

　
二
つ
の
瀑
布
と
も
に
ナ
イ
ロ
ン
の
カ
ッ
パ
が

支
給
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
全
身
を
包
み
な
が
ら
、

一
方
は
滝
の
裾す

そ

近
く
を
歩
い
て
巡
り
、
一
方
は

船
で
巡
遊
す
る
。
ア
メ
リ
カ
瀑
布
は
幅
が
三
百

メ
ー
ト
ル
、
カ
ナ
ダ
瀑
布
は
馬ば

蹄て
い
が
た型
に
湾
曲
し

な
が
ら
七
百
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
そ
こ
を
五
十

メ
ー
ト
ル
余
り
の
高
さ
か
ら
な
だ
れ
落
ち
る
の

だ
か
ら
、
ま
き
お
こ
す
風
圧
と
飛ひ

ま
つ沫
の
も
の
す

ご
さ
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
ま
る
で
暴
風
雨
の
な
か
を
必
死
で
く
ぐ
り
抜

け
る
思
い
で
、
滝
を
あ
お
ぎ
見
る
ゆ
と
り
な
ど

あ
る
な
ら
ば
こ
そ
、
目
も
あ
け
ら
れ
な
い
思
い

で
、
ぬ
れ
た
階
段
に
足
を
と
ら
れ
な
い
よ
う
に

歩
く
の
が
精
一
杯
。
や
っ
と
の
思
い
で
山
裾
の

平
坦
な
道
に
た
ど
り
つ
き
、
初
め
て
瀑
布
の
全

貌
を
眺
め
な
が
ら
、〝
あ
あ
、
あ
そ
こ
を
歩
い
て

き
た
の
ね
〟
と
語
り
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
カ
ッ
パ
も
脱
ぎ
、
ぬ
れ
た
足
も
と
も
取
り
か

え
、
対
岸
の
休
憩
所
か
ら
眺
め
る
瀑
布
の
景
観

は
ま
た
ひ
と
し
お
。
カ
ナ
ダ
の
滝
も
ア
メ
リ
カ

の
滝
も
、
そ
の
下
を
必
死
で
巡
る
人
も
船
も
、

遠
く
か
ら
眺
め
れ
ば
一
幅
の
絵
と
し
て
美
し
く
、

ま
た
見
ご
た
え
も
あ
る
。
ふ
と
澤
木
興
道
老
師

の
「
坐
禅
と
は
見
渡
し
の
き
く
高
い
山
へ
登
る

よ
う
な
も
の
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
が
脳

裏
を
よ
ぎ
っ
た
。

　
瀑
布
の
只た

だ
な
か中

に
い
た
ら
そ
こ
を
く
ぐ
り
抜
け

る
こ
と
だ
け
で
精
一
杯
。
周
囲
を
見
わ
た
す
ゆ

と
り
な
ど
な
く
、
瀑
布
も
自
分
の
姿
も
見
え
や

し
な
い
。
瀑
布
も
、
そ
の
中
の
自
分
の
姿
も
、

つ
き
は
な
し
て
眺
め
て
始
め
て
、
全
体
の
姿
が

見
え
る
。
そ
の
よ
う
に
、
自
分
の
人
生
も
、
そ

こ
に
埋
没
し
て
い
る
だ
け
で
は
、幸
不
幸
を
追
っ

た
り
逃
げ
た
り
、
そ
の
中
で
七し

ち
て
ん
ば
っ
と
う

転
八
倒
し
て
い

る
自
分
の
姿
は
見
え
な
い
。
そ
の
只
中
に
あ
っ

て
あ
え
ぎ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
つ
き
は
な
し
て
静

か
に
眺
め
る
も
う
一
人
の
私
の
眼
が
育
た
な
い

と
、
今
の
一
歩
の
踏
み
出
し
を
あ
や
ま
り
な
い

も
の
と
し
て
踏
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
滝

の
外
へ
出
な
け
れ
ば
滝
の
全
体
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
人
生
の
外
に
出
な
け

れ
ば
自
分
の
人
生
の
ほ
ん
と
う
の
展
望
は
で
き

な
い
。

　
人
生
の
外
へ
出
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
こ
で
ま
た
内
山
興
正
老
師
の
言
葉
に
思
い

到
っ
た
。

「
床
の
間
に
棺か

ん
お
け桶
を
置
き
、
の
ぼ
せ
あ
が
っ
た
り

出
口
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
棺
桶

の
中
へ
入
り
、
そ
こ
か
ら
人
生
を
ふ
り
返
っ
て

見
よ
」

〝
棺
桶
の
中
か
ら
人
生
を
見
渡
せ
〟
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
を
死
に
き
ら
せ
自
分
の
人
生
の
外
か

ら
自
分
の
人
生
を
見
渡
す
、
も
う
一
人
の
私
の

た
し
か
な
眼
を
育
て
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

瀑
布
の
場
合
に
た
と
え
る
な
ら
、
瀑
布
の
下
を

何
も
見
え
ず
、
考
え
る
ゆ
と
り
も
な
く
、
あ
え

ぎ
な
が
ら
通
り
抜
け
る
こ
と
だ
け
で
生
命
が
け

と
い
う
自
分
を
遠
く
つ
き
は
な
し
（
死
に
き
ら

せ
）、
対
岸
で
静
か
に
展
望
し
て
い
る
も
う
一
人

の
私
が
あ
っ
て
、
今
こ
こ
の
一
歩
を
、
た
し
か

な
も
の
と
し
て
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
南
泉
斬
猫
」
の
話
よ
り
学
ば
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、
頌じ

ゅ

の
中
の
一
句
「
異い

ち
ゅ
う
ら
い
や

中
来
也

還
っ
て
明め

い
か
ん監
」
の
一
句
に
象
徴
す
る
心
で
は
な

か
ろ
う
か
。〝
人
間
の
世
界
の
外
か
ら
見
て
い
る

か
ら
人
間
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
〟
と
い
う
の

で
あ
る
。
私
は
と
き
ど
き
猫
を
抱
き
な
が
ら〝
猫

の
眼
に
人
間
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
ど
う
映
る

の
だ
ろ
う
〟
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

　
一
つ
の
こ
と
に
関
し
て
も
立
場
を
異
に
す
る

と
一
方
は
是
と
い
い
、
一
方
は
非
と
い
い
、
あ

る
い
は
損
を
し
た
得
を
し
た
な
ど
、
人
間
の
分

別
、
モ
ノ
サ
シ
を
絶
対
に
信
じ
て
疑
わ
ず
に
ふ

り
ま
わ
し
、
そ
の
価
値
観
に
し
ば
ら
れ
て
動
き

が
と
れ
な
く
て
い
る
が
、
そ
の
分
別
の
一
切
を

一
度
斬
り
捨
て
（
死
に
き
ら
せ
）、
遠
く
か
ら
、

別
の
視
点
か
ら
展
望
し
て
見
よ
、
全
く
別
の
ひ

ろ
や
か
な
世
界
が
見
え
て
こ
よ
う
、
の
呼
び
か

け
が
、
こ
の
則
の
眼
目
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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大
本
山
永
平
寺
第
七
十
四
世
貫
首
故
佐
藤
泰

舜
禅
師
は
、
此
の
第
二
十
節
は
、「
菩ぼ

提だ
い
し
ん心
と

い
う
心
の
芽
は
、
一
度
芽
生
え
る
と
、
永
久
に

枯
れ
な
い
で
伸
び
て
ゆ
く
こ
と
を
示
さ
れ
た
も

の
で
、
真
実
の
宗
教
心
の
発
芽
は
不
退
転
の
信

念
と
実
行
と
を
伴
う
強
い
力
の
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
ご
著
書
の
中
で
申
し

て
お
ら
れ
ま
す
。

　
菩ぼ

だ
い提

の
行ぎ

ょ
う
が
ん願

と
言
う
の
は
、
救
済
と
い
う
他

に
尽
く
す
と
い
う
願
い
と
、
そ
の
実
践
修
行
を

言
う
の
で
す
。
身
を
も
っ
て
行
う
行
為
と
、
心

に
思
う
願
い
の
実
践
に
生
き
る
こ
と
を
言
う
の

で
す
。

　
こ
の
菩
提
心
の
芽
は
人
間
誰
で
も
授
か
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
之
が
私
た
ち
の
営
み
に
お
い
て
発
芽
す

る
か
ど
う
か
と
言
う
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
一
度
菩
提
心
の
行
願
に
目
覚
め
た
な

ら
ば
、「
六ろ

く
し
ゅ
し
し
ょ
う

趣
四
生
に
輪り

ん
で
ん転

す
と
雖い

え
ど

も
、
其
の

輪
転
の
因い

ん
ね
ん縁
皆み

な

菩ぼ
だ
い提
の
行ぎ

ょ
う
が
ん願
と
な
る
な
り
」
六

趣
と
い
う
の
は
六
道
と
同
じ
意
味
で
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
と
言
い
、
人

間
の
葛
藤
し
な
が
ら
生
き
る
様
を
言
う
の
で
あ

り
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
に
遭
遇
す
る
地
獄
・
名
誉
や

地
位
や
物
欲
に
執
着
し
人
を
騙
し
て
で
も
自
己

の
欲
望
を
追
い
求
め
る
餓
鬼
・
自
己
の
欲
望
を

満
た
す
た
め
に
人
を
犯
し
殺
め
た
り
す
る
畜

生
・
嫉
妬
、
妬
み
、
な
ど
喜
怒
哀
楽
す
る
感
情

の
激
し
く
動
く
様
が
修
羅
・
こ
の
よ
う
に
喜
怒

哀
楽
に
生
き
る
そ
の
も
の
が
人
間
・
然
し
人
間

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
其
の
苦
し
み
を
愁
い
悲
し
み

後
悔
し
反
省
す
る
事
が
出
来
る
こ
と
が
人
間
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
人
間
の
愁
い
を
超
越
し
た
理

想
郷
が
天
上
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
四
生
と
言
う
の
は
、
生
物
の
地
球
上
に
生
ま

れ
出
る
生
ま
れ
か
た
を
言
う
の
で
す
。

　
人
間
を
始
め
動
物
の
生
ま
れ
か
た
を
胎た

い
せ
い生
、

鳥
や
爬
虫
類
な
ど
卵
か
ら
生
ま
れ
る
卵ら

ん
せ
い生
、
苔

と
か
カ
ビ
、
蚊
と
か
ハ
エ
な
ど
湿
気
の
多
い
処

か
ら
生
ま
れ
る
湿し

っ
せ
い生
、
幽
霊
や
亡
霊
の
こ
と
を

化け
し
ょ
う生

と
言
い
ま
す
。

　
幽
霊
と
か
亡
霊
と
い
う
の
が
あ
る
か
と
言
わ

れ
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
出
会
っ
た
こ

と
の
無
い
私
は
肯
定
も
否
定
も
出
来
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
の

教
え
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
大
事
な
こ
と
は
、
私
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
生

命
の
生
ま
れ
か
た
が
あ
る
中
で
、
こ
の
世
に
人

間
と
し
て
生
命
を
授
か
っ
て
い
る
と
い
う
不
思

議
を
感
じ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
命
が
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て

い
く
因
縁
の
中
で
菩
提
心
に
目
覚
め
た
と
い
う

こ
と
は
、
行
願
と
言
う
人
類
を
始
め
森
羅
万
象

が
平
等
の
願
い
を
、
行
動
と
し
て
実
践
す
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

　
過
去
は
た
と
え
空
し
く
過
ご
し
て
き
た
か
も

知
れ
な
い
が
、「
今
生
の
未
だ
過
ぎ
ざ
る
あ
い

だ
に
急
ぎ
て
発
願
す
べ
し
」
と
申
さ
れ
る
よ
う

に
、
東
日
本
大
震
災
に
遭
遇
し
て
過
去
の
蓄
積

し
て
き
た
地
位
や
名
誉
、
財
産
の
全
て
を
失
っ

て
嘆
き
悲
し
む
、
出
会
っ
た
不
幸
を
恨
み
に
思

う
こ
と
な
く
、
今
日
の
現
実
に
目
覚
め
て
生
き

る
願
い
を
発
こ
し
行
動
す
る
こ
と
で
す
。

　
菩
提
心
に
目
覚
め
た
生
き
方
と
い
う
の
は
、

苦
し
み
に
会
お
う
が
楽
に
会
お
う
が
、
己
を
空

し
ゅ
う
し
て
自
分
の
た
め
、
人
の
た
め
と
い
う

分
別
を
や
め
て
、
今
な
す
べ
き
事
を
素
直
に
営

む
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
平
た
く
言
え
ば
他
人
の
喜
ぶ
姿
を
見
て
我
が

喜
び
と
す
る
。
他
人
の
愁
う
姿
を
見
れ
ば
、
我

が
愁
い
と
受
け
と
め
て
共
に
悲
し
み
、
平
安
な

社
会
の
実
現
を
祈
る
生
き
方
を
教
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

若も

し
菩

 
ぼ
 
だ
い提

心し
ん

を
発お

こ
し
て
後の

ち

、
六ろ

く
し
ゅ趣

四し
し
ょ
う生

に

輪り
ん
で
ん転

す
と
雖い

え
ど

も
、
其
の
輪
転
の
因い

ん
ね
ん縁

皆み
な

菩 
ぼ
 
だ
い提

の

行ぎ
ょ
う
が
ん願

と
な
る
な
り
、
然し

か

あ
れ
ば
従じ

ゅ
う
ら
い来

の
光こ

う
い
ん陰

は

設た
と

ひ
空む

な

し
く
過
ご
す
と
い
う
と
も
、
今こ

ん
じ
ょ
う生

の
未い

ま

だ

過す

ぎ
ざ
る
際あ

い

だ
に
急い

そ

ぎ
て
発ほ

つ
が
ん願

す
べ
し
、
設た

と

ひ

佛ほ
と
けに

成な

る
べ
き
功く

ど
く徳

熟じ
ゅ
くし

て
円え

ん
ま
ん満

す
べ
し
と
い

う
と
も
、
尚な

ほ
廻め

ぐ

ら
し
て
衆し

ゅ
じ
ょ
う生

の
成じ

ょ
う
ぶ
つ
と
く
ど
う

仏
得
道
に

回え
こ
う向

す
る
な
り
、
或あ

る

い
は
無む

り
ょ
う
ご
う

量
劫
行お

こ
なひ

て
衆

し
ゅ
じ
ょ
う生

を
先さ

き

に
度わ

た

し
て
自み

ず

か
ら
は
終つ

い

に
佛ほ

と
け

に
成な

ら
ず
、

但た
だ

し
衆し

ゅ
じ
ょ
う生

を
度わ

た

し
衆し

ゅ
じ
ょ
う生

を
利り

や
く益

す
る
も
あ
り
。

行
願
の
実
践

東
堂
　
　
横 

山 

正 

賢

修
証
義
第
四
章

発
願
利
生　
　

第
二
十
節

41
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　「
諸
行
無
常
」
と
、
云
う
句
は
、
日
本
人
な

ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭

に
―
、

　

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声

　

諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

　

沙
羅
双
樹
の
花
の
色

　

盛
者
必
衰
の
理こ

と
わ

り
を
現
す

　
と
、
あ
る
よ
う
に
、
今
で
も
学
校
時
代
に
耳

に
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
何
よ
り
身
近
な

と
こ
ろ
で
「
生
者
必
滅
・
会
者
定
離
」
と
、
い

う
こ
と
も
、
誰
し
も
経
験
し
、
世
の
中
の
無
常

と
い
う
こ
と
が
実
感
と
し
て
わ
か
る
か
ら
で
あ

る
。

　
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
諸
行
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
気
に
留
め
て
い
な
い
の

が
お
お
か
た
で
あ
る
。

　
諸
行
無
常
を
説
く
大
事
な
う
た
と
し
て
、
仏

典
ら
は
、
次
の
詩
偈
が
あ
る
。

　

諸
行
無
常

　

是
生
滅
法

　

生
滅
滅
己

　

寂
滅
為
楽

　
こ
の
意
味
を
説
明
す
る
代
わ
り
に
、
同
じ
内

容
を
表
す
日
本
の
歌
を
、
挙
げ
て
み
る
と
、

  

い
ろ
は
に
ほ
へ
ど　

ち
り
ぬ
る
を

  

わ
が
よ
た
れ
ぞ　
　

つ
ね
な
ら
む

  

う
い
の
お
く
や
ま　

け
ふ
こ
え
て

  

あ
さ
き
ゆ
め
み
じ　

ゑ
ひ
も
せ
ず

　
解
釈
は
─

　
桜
の
花
は
、今
も
盛
り
と
咲
き
出
て
い
る
が
、

や
が
て
散
っ
て
し
ま
う
　
そ
れ
と
同
じ
で
、
こ

の
世
に
、
誰
が
常
に
変
わ
ら
ず
あ
り
つ
づ
け
る

者
が
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
有
為
の
奥
山
を
、
今
日
こ
そ
の
り
越
え

て
、
彼
方
の
理
想
の
世
界
に
行
こ
う
、
そ
こ
で

は
、
も
は
や
、
浅
は
か
な
夢
を
見
る
こ
と
も
な

く
。
酔
い
し
れ
る
こ
と
も
な
い
─
。

　
こ
の
「
い
ろ
は
歌
」
を
、
介
し
て
、
諸
行
無

常
の
意
味
を
探
る
と
、

　「
こ
の
世
の
も
の
は
す
べ
て
無
常
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
─
。
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
同
じ
も
の
が
、
乗
り
越
え
ら

れ
る
べ
き
「
有
為
の
奥
山
」
と
、
呼
ば
れ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

有
為
の
奥
山
を
、
字
引
で
引
く
─
、

　
無
常
の
浮
き
世
に
、迷
い
執
着
す
こ
と
を「
深

山
の
越
え
が
た
い
」
の
に
、
た
と
え
た
、
話
と

な
っ
て
い
ま
す
。

＊
日
本
古
来
の
云
い
伝
え
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
し

た
理
由
が
あ
り
ま
す
ね
ー
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

矢 
野 

淑 

子
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5

◆ 

道
心
・
趣
味
の
会 

◆

（
修
行
は
無
常
な
り
）

（
是
れ
消
滅
の
法
な
り
）

（
生
滅
滅
し
己
れ
ば
）

（
寂
滅
も
っ
て
楽
と
な
す
）

諸
行
無
常
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● 

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

・
七
月
二
十
四
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り

　
三
十
四
名
の
ご
奉
仕
に
よ
り
一
時
間
半
程

で
終
わ
り
ま
し
た
。
ご
奉
仕
の
皆
様
お
疲

れ
様
で
し
た
。

● 

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
土
）
午
前
十
時
半
よ
り

　
　
例
年
同
様
の
参
拝
者
で
賑
わ
っ
た
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
金
）

　
六
十
名
ほ
ど
の
参
加
者
が
あ
り
、
老
師

の
爽
や
か
な
お
話
で
、
皆
が
法
悦
に
浸
っ

た
。

● 

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

・
十
月
八
日
（
土
）
午
後
十
八
時
半
よ
り

  

今
年
は
、
大
代
啓
二
先
生
の
お
力
添
え
で

再
び
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
の
岡
崎
耕
治
さ
ん
を
お

迎
え
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
や
赤
と
ん
ぼ
な
ど
、
親
し
み
深

い
曲
に
、
三
百
名
を
超
え
る
参
加
者
は
心

を
和
ま
せ
ま
し
た
。
入
場
料
か
ら
必
要
経

費
を
引
い
た
六
万
二
千
二
百
五
十
三
円
を

福
島
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
花
に
願
い
を
」

に
ご
寄
付
し
ま
し
た
。

● 

第
四
回  

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
り

・
十
一
月
九
日
（
水
）
～
十
一
日
（
金
）

  

第
三
十
三
番
華
厳
寺
（
岐
阜
県
）
か
ら
長

野
県
善
光
寺
を
巡
拝
し
、
参
加
者
二
十
二

名
は
無
事
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
を

終
え
ま
し
た
。

● 

年
頭
坐
禅
会

・
正
月
元
旦
　
午
前
八
時
よ
り

● 

新
年
修
正
会
（
大
般
若
祈
祷
会
）

・
正
月
元
旦
　
午
前
十
時
よ
り

ご
家
族
で
初
詣
と
し
て
ご
参
加
下
さ
い
。

新
し
い
ご
祈
祷
札
を
お
配
り
し
ま
す
の

で
、
古
い
お
札
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

暖
か
い
お
飲
物
を
準
備
し
て
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

● 

涅
槃
会
法
要

・
二
月
十
五
日
（
水
）
午
前
十
時
半
よ
り

広
島
第
一
教
区
の
和
尚
様
に
よ
る
お
釈

迦
様
お
涅
槃
の
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。

大
勢
の
ご
来
山
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

● 

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
二
月
二
十
八
日
（
火
）

正
法
眼
蔵
現
成
公
案
の
御
提
唱

　
午
前
の
部
　
十
時
半
～
十
二
時

　
午
後
の
部
　
十
三
時
半
～
三
時

　
参  

加  

費
　
午
前
午
後
　
各
千
円

　
昼  

食  

代
　
一
人
　
　
百
円

＊
坐
禅
を
さ
れ
る
方
は
九
時
よ
り

＊
昼
食
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
め
電
話

に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

● 

彼
岸
会
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
七
日
（
土
）
午
前
十
時
半
よ
り

お
彼
岸
会
法
要
に
引
き
続
き
護
持
会
総

会
を
行
い
ま
す
。
お
昼
の
お
弁
当
を
準

備
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

今
年
は
広
島
太
鼓
友
の
会
に
よ
る
和
太

鼓
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
家

族
お
揃
い
で
ご
参
加
下
さ
い
。

● 

伊
藤 

優
さ
ん
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト

・
四
月
二
十
一
日
　
土
曜
日

＊
詳
し
く
は
後
日
発
表
い
た
し
ま
す
。

毎
月
定
例
行
事

● 

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回   

第
四
金
曜
日
午
後
一
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ

も
り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

● 

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

◎
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講

師
の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、

電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

毎
週
定
例
行
事

● 

暁
天
坐
禅
会
　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
毎
朝
午
前
五
時
半
～
六
時
十
分
ま
で

● 

水
曜
坐
禅
会
　
午
後
七
時
よ
り

　
坐
禅
・
茶
話
会
　
終
了
八
時
半

● 

婦
人
坐
禅
会
　
毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経･

茶
話
会
）

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、

趣
味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構

で
す
。
お
寄
せ
下
さ
い
。
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◆
行
事
報
告
◆
（
七
月
～
十
二
月
）

◆
行
事
案
内
◆
（
一
月
～
四
月
）

● 

臘
八
摂
心
坐
禅
会

・
十
二
月
一
日
（
木
）
～
八
日
（
木
）

少
人
数
の
参
加
者
で
し
た
が
、
無
事
に
つ

と
ま
り
ま
し
た
。

西国三十三番霊場「華厳寺」を参拝


