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あ
り

　

前
号
で
は
、
仏
た
ち
の
誕
生

の
話
を
し
ま
し
た
。

　

仏
と
い
え
ば
、
釈
迦
ひ
と
り

だ
け
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
仏

教
の
思
想
的
展
開
の
中
で
、
阿

弥
陀
仏
や
薬
師
仏
、
あ
る
い
は

毘び

る

し

ゃ

な

ぶ

つ

慮
遮
那
仏
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
新
た
な
仏
た
ち
が
生
み
出
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
。

☆
十
三
仏

　

と
こ
ろ
で
、
釈
迦
仏
以
外
の

仏
た
ち
の
話
を
し
て
も
、
何
の

こ
と
や
ら
と
理
解
し
に
く
い
向

き
も
あ
る
よ
う
で
す
。
仏
教
の

宗
派
の
中
に
は
、
真
言
宗
の
よ

う
に
多
く
の
仏
た
ち
を
信
仰
の

対
象
と
し
て
い
る
宗
派
ば
か
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
本
紙
の

読
者
も
真
言
宗
ど
こ
ろ
か
、
仏

教
徒
で
さ
え
な
い
方
も
お
ら
れ

ま
す
。

　

写
真
は
真
言
宗
の
仏
壇
に
本

尊
と
し
て
掛
け
ら
れ
て
い
る
13

の
「
仏
」
た
ち
の
図
で
、「
十
三

仏
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
仏

に
「
」
を
付
け
た
の
は
、
厳
密

に
は
仏
ば
か
り
で
は
な
い
か
ら

で
、「
十
三
仏
」
は
、
５
体
の

仏
、
７
体
の
菩
薩
、
１
体
の
明

王
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

チ
ー
ム
で
、
例
え
ば
不
動
明
王

は
初し

ょ
な
ぬ
か

七
日
の
、
釈
迦
仏
は
二ふ

た
な
ぬ七

日か

の
本
尊
と
い
う
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
初
七
日
か
ら
33
回
忌
ま

で
の
計
13
回
の
法
事
に
対
応
し

た
「
仏
」
た
ち
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
真
言

宗
の
仏
壇
は
は
じ
め
か
ら
法

事
、
言
い
換
え
れ
ば
、
先
祖
供

養
の
た
め
の
設
備
と
い
え
そ
う

で
す
。
た
だ
こ
れ
は
「
当
地
の
」

と
い
う
限
定
を
付
け
る
べ
き
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
真
言
宗
の
中

心
仏
で
あ
る
大
日
如
来
の
み
を

仏
壇
の
本
尊
と
し
て
い
る
地
域

も
少
な
く
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
図
の
中
で
極
め

て
シ
ン
プ
ル
な
服
装
を
し
て
い

る
の
が
仏
。
冠
な
ど
の
装
飾
を

付
け
着
飾
っ
て
い
る
の
が
菩

薩
。
お
不
動
さ
ん
は
お
分
か
り

で
す
ね
。
光
背
の
代
わ
り
に
火

炎
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。

　

真
言
宗
は
、
そ
う
い
う
多
く

の
仏
・
菩
薩
た
ち
を
信
仰
の
対

象
と
し
て
い
る
宗
派
と
お
考
え

下
さ
い
。
た
だ
、
複
数
の
仏
・

菩
薩
を
信
仰
の
対
象
に
し
て
い

る
の
は
決
し
て
真
言
宗
に
限
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
乗

仏
教
と
呼
ば
れ
る
宗
教
の
属
性

と
も
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
長
谷
寺
は
観
音
菩
薩

を
本
尊
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

各
寺
院
が
十
三
仏
全
体
を
本
尊

と
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

☆
菩
薩　

　

と
い
う
わ
け
で
仏
教
、
と
く

に
大
乗
仏
教
に
は
、
同
じ
く
信

仰
の
対
象
と
し
て
、
仏
と
は
性

格
や
姿
形
の
異
な
る
、
菩
薩
と

い
う
存
在
が
あ
り
ま
す
。
わ
れ

ら
が
観
音
菩
薩
と
か
、
お
馴
染

み
の
地
蔵
菩
薩
と
か
。

　

こ
れ
ら
菩
薩
も
、
普
通
に

仏
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
し
、
そ
の

像
も
仏
像
と
呼
ば
れ
ま
す
。
仏

像
の
話
を
し
た
と
き
に
、
菩
薩

も
仏
の
仲
間
、
み
た
い
な
書
き

方
を
し
ま
し
た
が
、
厳
密
に
言

え
ば
、
仏
と
菩
薩
は
別
物
（
別

者
？
）
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
如に

ょ
ら
い来

と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
「
仏

（
仏
陀
）」
の
意
味
を
漢
語
に
翻

訳
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
実
体

は
同
じ
で
す
。
や
や
こ
し
い
の

で
今
回
も
「
仏
」
を
使
う
こ
と

に
し
ま
す
。

　

仏
は
悟
り
を
得
た
存
在
で
す

が
、
仏
に
な
る
前
の
彼
（
彼
女
）

は
、
釈
迦
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う

に
、
悟
り
に
向
か
っ
て
修
行
を

し
て
い
る
「
人
間
」
で
あ
っ
た

は
ず
で
す
。
仏
教
で
は
彼
ら
を

菩
薩
と
呼
び
ま
し
た
。

　

前
号
で
紹
介
し
た
弥
勒
菩
薩

が
ま
さ
に
そ
う
で
し
た
ね
。
い

ま
は
兜と

そ
つ
て
ん

率
天
で
最
終
段
階
の
修

行
を
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ

そ
の
修
行
が
実
り
、
遠
い
未
来

号90
2014（平成 26）年

11 月１日

菩
薩
の
話
（
前
篇
）



－２－

に
こ
の
世
界
に
仏
と
し
て
生
ま

れ
、
衆
生
を
救
い
ま
す
。

　

弥
勒
だ
け
で
な
く
、
悟
り
を

求
め
て
修
行
を
積
ん
で
い
る
、

そ
う
い
う
存
在
が
菩
薩
で
す
。

　

し
か
し
こ
の
菩
薩
と
い
う
存

在
は
、
お
釈
迦
さ
ん
の
説
い
た

教
え
の
中
に
あ
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

☆
菩
薩
誕
生
の
背
景

　

前
号
で
、
悟
り
は
容
易
に
獲

得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
認
識
が
、
多
く
の
仏
た
ち
を

生
み
出
し
た
と
い
う
話
を
し
ま

し
た
。
そ
う
い
う
「
仏
の
拡
大

路
線
」
と
と
も
に
、
仏
教
者
た

ち
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

悟
り
を
得
る
こ
と
が
そ
れ
ほ

ど
困
難
な
こ
と
だ
と
し
た
ら
、

い
く
ら
偉
大
な
お
釈
迦
さ
ま
で

も
、
そ
う
容
易
に
悟
れ
た
は
ず

が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
お
釈

迦
さ
ま
だ
っ
て
、
き
っ
と
長
い

長
い
修
行
を
積
ん
だ
結
果
と
し

て
悟
り
を
得
た
は
ず
だ
、
と
。

　

釈
迦
は
、
29
歳
で
出
家
し
て

35
歳
で
悟
り
を
得
た
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
ん
な

は
ず
は
な
い
。
き
っ
と
幾
度
も

生
ま
れ
変
わ
り
、
そ
の
幾
度
も

の
前
世
で
厳
し
い
修
行
を
重
ね

た
か
ら
こ
そ
、
最
後
の
生
で
わ

ず
か
６
年
の
修
行
で
悟
り
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
、

と
。

　

人
々
に
と
っ
て
、
悟
り
を
得

る
こ
と
は
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う

に
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
、
釈
迦
が
修
行
を

積
ん
だ
と
い
う
、
前
世
の
物
語

が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

☆
釈
迦
の
前
世
の
物
語

　

古
典
文
学
を
代
表
す
る
ご
存

知
『
平
家
物
語
』
は
、「
祇
園

精
舎
の
鐘
の
声　

諸
し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
の

響
き
あ
り　

沙さ

ら

そ

う

じ

ゅ

羅
双
樹
の
花
の

色　

盛
じ
ょ
う
し
ゃ
ひ
っ
す
い

者
必
衰
の
理

こ
と
わ
りを

あ
ら
わ

す
」
と
い
う
印
象
的
な
語
り
で

始
ま
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
く

る
「
祇
園
精
舎
」
も
「
沙
羅
双

樹
」
も
、
釈
迦
を
め
ぐ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
ひ
と
コ
マ
。
平
家
物

語
は
、
平
家
一
門
の
栄
華
と
盛

衰
の
叙
事
詩
を
、
仏
教
的
な
立

場
で
語
っ
た
も
の
で
す
。

　

と
く
に
こ
こ
に
出
て
く
る

「
諸
行
無
常
」
は
、
ま
さ
に
仏

教
の
根
幹
の
教
え
で
、
釈
迦
の

前ぜ
ん
せ
た
ん

世
譚
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
雪せ

つ

山ざ
ん
ど
う
じ

童
子
の
物
語
」
に
出
て
く
る

言
葉
で
す
。

　

釈
迦
が
前
世
で
雪
山
童
子

だ
っ
た
と
き
、
夜
叉
が
口
に
し

た
「
諸
行
無
常　

是ぜ
し
ょ
う
め
っ
ぽ
う

生
滅
法
」

と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
。

悟
り
を
求
め
て
修
行
中
だ
っ
た

童
子
は
、
こ
れ
に
続
く
言
葉
を

聞
き
た
い
た
め
に
、
人
喰
い
夜

叉
の
求
め
に
応
じ
て
我
が
身
を

供
す
る
決
意
を
し
ま
す
。

　

童
子
が
、
自
身
の
命
と
引
き

換
え
に
し
て
ま
で
求
め
た
残
り

の
言
葉
は
、「
生し

ょ
う
め
つ
め
つ
い

滅
滅
已　

寂
じ
ゃ
く

滅め
つ
い
ら
く

為
楽
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
「
諸
行
無
常 

是
生
滅

法　

生
滅
滅
已　

寂
滅
為
楽
」

の
わ
ず
か
16
文
字
の
経
は
、
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ゆ
え
に
、

「
夜や

し

ゃ

は

ん

せ

つ

げ

叉
半
説
偈
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
人

喰
い
夜
叉
の
正
体
は
、
修
行
に

向
か
う
童
子
の
覚
悟
を
試
そ
う

と
し
た
、
帝

た
い
し
ゃ
く
て
ん

釈
天
だ
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
空
海
の
作
と
さ

れ
て
い
る
お
馴
染
み
の
「
い

ろ
は
歌
」
は
、
短
い
け
れ
ど
仏

教
の
神
髄
を
説
い
た
こ
の
お
経

を
、
分
か
り
や
す
く
翻
訳
し
た

も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
い
ろ
は
歌
」
は
次
の
よ
う

な
七
五
調
の
詩
で
す
。

　

色
は
匂
へ
ど　

散
り
ぬ
る
を

　

我
が
世
誰
ぞ　

常
な
ら
む　

　

有う

い為
の
奥
山　

今
日
越
え
て

　

浅
き
夢
見
じ　

酔え

ひ
も
せ
ず

　

「
花
が
咲
い
て
も
い
ず
れ
散

る
よ
う
に
、
人
も
や
が
て
は
死

ん
で
し
ま
う
。
無
常
は
生
あ
る

者
の
免

ま
ぬ
が

れ
な
い
定
め
だ
。
し
か

し
生
死
を
超
越
し
て
し
ま
え

ば
、 

そ
こ
に
は
真
の
悟
り
の
世

界
が
あ
り
、
も
う
浅
は
か
な
夢

を
見
る
こ
と
も
迷
う
こ
と
も
な

く
な
る
だ
ろ
う
。」

　

ざ
っ
と
意
訳
す
る
と
、
以
上

の
よ
う
な
内
容
で
す
。

　

ま
さ
に
こ
こ
に
は
、
世
の
無

常
と
悟
り
の
世
界
が
説
か
れ
て

い
る
わ
け
で
、
仏
の
教
え
を
分

か
り
や
す
く
説
く
だ
け
で
な

く
、
仮
名
で
書
け
ば
同
じ
文
字

を
重
複
さ
せ
ず
に
作
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
手
習
い
の
手
本

と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
、
ご

承
知
の
通
り
で
す
。
実
際
の
作

者
は
不
明
で
す
が
、
こ
れ
が
空

海
の
作
と
さ
れ
た
の
は
、
き
っ

と
彼
ほ
ど
の
高
僧
に
し
か
な
し

え
な
い
よ
う
な
名
訳
と
考
え
ら

「
雪
山
童
子
図
」
曾
我
蕭
白　

作
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れ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
。
右
の
写
真
に

示
し
た
、
法
隆
寺
の
国
宝
「
玉た

ま

虫む
し
の
ず
し

厨
子
」
の
側
面
に
描
か
れ
た

「
捨し

ゃ

し

ん

し

こ

ず

身
飼
虎
図
」
も
、
や
は
り

こ
の
前
生
譚
の
ひ
と
つ
を
描
い

た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
釈
迦

が
薩さ

っ

た埵
王
子
だ
っ
た
と
き
、
飢

え
た
母
虎
が
、
自
分
が
生
ん
だ

ば
か
り
の
子
を
食
べ
よ
う
と
し

た
た
め
、
身
を
投
げ
て
自
ら
の

肉
を
母
虎
の
食
物
に
供
し
、
虎

た
ち
の
命
を
救
っ
た
と
い
う
物

語
で
す
。

　

こ
の
他
に
、
ウ
サ
ギ
だ
っ
た

釈
迦
が
、
や
は
り
自
身
の
身
を

焼
い
て
、
肉
を
帝
釈
天
に
捧
げ

る
と
い
う
話
も
あ
り
、
ど
れ
も

釈
迦
の
前
世
の
修
行
の
過
酷
さ

を
説
い
て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
、

命
が
け
の
修
行
を
幾
度
も
積
ま

な
い
限
り
、
悟
り
は
得
ら
れ
そ

う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
救
う
と
い
う
修
行

　

こ
の
、
悟
り
を
ひ
ら
く
前
の

釈
迦
の
存
在
が
、
菩
薩
と
い
う

仏
教
の
新
兵
器
を
生
む
こ
と
に

な
り
ま
す
。
悟
り
を
得
る
前
の

修
行
中
の
釈
迦
も
、
前
世
で
修

行
を
重
ね
る
釈
迦
た
ち
も
、
悟

り
を
求
め
て
い
る
存
在
と
し
て

「
菩
薩
」
と
呼
び
ま
し
た
。
仏

像
の
話
で
書
い
た
よ
う
に
、
菩

薩
と
名
の
つ
く
仏
像
の
モ
デ
ル

は
、
悟
り
を
ひ
ら
く
前
の
釈
迦

の
姿
。
お
釈
迦
さ
ん
は
釈
迦
族

の
プ
リ
ン
ス
、
王
子
さ
ま
で
す

か
ら
、
き
ら
び
や
か
な
衣
装
や

飾
り
を
身
に
付
け
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
、
自
ら
の
身

を
捨
て
て
、
飢
え
た
夜
叉
や
虎

を
救
う
修
行
は
、
他
者
を
救
済

す
る
と
い
う
行
為
で
す
。

　

修
行
と
い
う
よ
り
、
善
行
と

い
っ
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い

で
し
ょ
う
か
。
善
を
行
な
う
こ

と
は
功く

ど

く徳
で
あ
り
、
功
徳
を
積

む
こ
と
も
仏
教
の
大
切
な
修
行

の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

自
ら
の
悟
り
を
求
め
る
修
行

に
、
他
者
の
救
済
と
い
う
考
え

方
が
加
わ
る
こ
と
。
そ
し
て
他

者
の
救
済
も
修
行
に
他
な
ら
な

い
と
考
え
る
こ
と
。
こ
れ
が
菩

薩
の
誕
生
の
背
景
に
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
、
他
者
の
救
済
と
い

う
仏
教
の
新
し
い
姿
勢
は
、
の

ち
に
「
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
で

言
い
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

☆
悟
り
を
求
め
る
人
々

　

も
と
も
と
仏
教
は
、
釈
迦
の

教
え
に
従
っ
て
修
行
を
積
み
、

自
ら
の
力
で
悟
り
を
得
よ
う
と

い
う
教
え
で
し
た
。

　

し
か
し
そ
れ
は
容
易
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
釈
迦
で
さ

え
、
修
行
生
活
に
入
る
た
め
に

家
族
を
捨
て
ま
し
た
。
修
行
は
、

ひ
た
す
ら
自
己
を
見
つ
め
、
精

神
的
な
高
み
を
目
指
す
行
為
で

す
か
ら
、
家
族
に
気
を
と
ら
れ

て
い
て
は
修
行
な
ど
で
き
ま
せ

ん
。
逆
に
修
行
の
妨
げ
に
な
る

だ
け
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
自
分
の
悩

み
を
解
決
す
る
た
め
に
家
族
を

捨
て
る
な
ん
て
、
考
え
て
み
れ

は
ず
い
ぶ
ん
自
分
勝
手
な
話
で

す
。

　

し
か
も
、
家
族
を
捨
て
て
出

家
し
て
も
、
他
人
の
力
に
頼
ら

な
い
と
、
修
行
な
ど
続
け
ら
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な

に
し
ろ
お
坊
さ
ん
は
、
修
行
に

専
念
す
る
た
め
、
生
産
活
動
は

し
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
、
そ

ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
暇
な
ど

な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
信

者
た
ち
か
ら
い
た
だ
い
た
食
べ

物
だ
け
で
暮
ら
す
の
が
決
ま
り

で
す
。

　

信
者
＝
在
家
の
人
た
ち
は
、

そ
う
い
う
お
坊
さ
ん
に
食
べ
物

を
布
施
し
ま
す
。
お
坊
さ
ん
た

ち
に
布
施
を
す
る
こ
と
で
功
徳

を
積
み
、
現
世
で
幸
福
を
得
、

来
世
で
天
界
に
生
ま
れ
て
安
楽

を
得
る
と
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
悟
り
を

得
る
の
は
お
坊
さ
ん
た
ち
だ
け

で
、
そ
れ
以
外
の
人
た
ち
は
悟

り
と
は
無
縁
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
で
は
人
々
の
心

は
繋
ぎ
止
め
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
。
こ
う
し
て
仏
教
は
、
他
者

の
救
済
だ
け
で
な
く
、
他
者
の

悟
り
さ
え
も
視
野
に
入
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

一
切
衆
生
の
救
い
と
悟
り
。

菩
薩
と
い
う
存
在
は
、
こ
の
両

者
に
対
す
る
人
々
の
願
い
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

☆
菩
薩
の
拡
大

　

と
い
う
わ
け
で
、
ま
ず
も
っ

て
菩
薩
は
、「
悟
り
を
求
め
る

存
在
」
の
謂
で
す
。

　

そ
も
そ
も
菩
薩
と
い
う
言
葉

は
「
菩ぼ

だ

い

さ

っ

た

提
薩
埵
」
の
略
で
、「
菩

提
」
は
悟
り
＝
成
仏
。「
菩
提

を
祈
る
」
と
は
「
成
仏
を
祈

る
」
こ
と
と
同
義
で
す
。「
薩

埵
」
は
「
衆

し
ゅ
じ
ょ
う

生
」
と
訳
さ
れ
ま

す
が
、
人
間
の
こ
と
で
す
。
生
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る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
革
命
的
と
も
い
え
る
ほ

ど
の
、
発
想
の
転
換
と
い
え
ま

す
。
自
分
も
、
あ
の
観
音
さ
ん

た
ち
と
同
じ
菩
薩
な
の
だ
と
考

え
て
み
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
素

敵
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

☆
遥
か
な
る
悟
り

　

た
だ
、
偉
大
な
釈
迦
で
さ
え
、

幾
度
も
生
ま
れ
変
わ
っ
た
末

に
、
よ
う
や
く
最
後
の
生
で
悟

り
に
達
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、

凡
人
な
ら
気
の
遠
く
な
る
よ
う

な
長
い
修
行
が
必
要
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
悟
り
を
得
る
ま

で
の
修
行
の
長
さ
は
、「
三さ

ん
ご
う劫

成じ
ょ
う
ぶ
つ

仏
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ

れ
ま
す
。「
劫こ

う

」
と
い
う
の
は
、

想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
長
い
時

間
の
単
位
で
す
。

　

「
寿じ

ゅ

げ

む

限
無
」
と
い
う
落
語
が

あ
り
ま
す
ね
。
生
ま
れ
た
子
ど

も
の
長
寿
を
願
っ
て
、
や
た
ら

に
「
長
い
も
の
」
を
連
ね
た
名

前
を
付
け
る
と
い
う
話
。
こ
の

長
い
名
前
の
冒
頭
に
、「
五ご

こ

う劫
」

き
物
す
べ
て
と
い
う
こ
と
で
も

い
い
で
す
。
釈
迦
の
前
世
の
ウ

サ
ギ
だ
っ
て
、
菩
薩
で
し
た
。

　

と
す
れ
ば
、
悟
り
を
得
た
い

と
願
う
人
な
ら
、
誰
も
が
菩
薩

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私

は
菩
薩
と
し
て
は
ま
だ
新
人
で

す
が
、
あ
な
た
も
悟
り
を
求
め

よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
持
つ
な

ら
、
い
ま
こ
の
瞬
間
か
ら
菩
薩

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

釈
迦
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
釈
迦
は
前
世
で
は

童
子
だ
っ
た
り
ウ
サ
ギ
だ
っ
た

り
で
、
決
し
て
出
家
の
身
＝
お

坊
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
お
坊
さ
ん
で
は
な
か
っ
た

け
れ
ど
、
悟
り
を
求
め
る
存
在

＝
菩
薩
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ

う
な
る
と
、
悟
り
を
得
る
た
め

に
は
、
必
ず
し
も
出
家
し
て
お

坊
さ
ん
に
な
る
必
要
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

出
家
し
た
、
い
わ
ば
限
ら
れ

た
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
誰
で

も
い
ず
れ
は
悟
る
こ
と
が
で
き

と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。

「
寿
限
無
、
寿
限
無
、
五
劫
の

擦す

り
切き

れ
・
・
」。

　

十
里
四
方
も
あ
る
巨
大
な
岩

に
、
三
千
年
に
一
度
、
天
女
が

舞
い
降
り
て
、
着
て
い
る
羽
衣

で
そ
の
大
岩
を
そ
っ
と
撫
で
ま

す
。
こ
う
し
て
三
千
年
に
一
度

サ
ラ
リ
と
撫
で
ら
れ
た
岩
が
、

擦
り
切
れ
て
無
く
な
っ
て
し
ま

う
ま
で
の
時
間
が
「
一
劫
」。

そ
れ
が
五
度
巡
っ
て
「
五
劫
」。

　

成
仏
＝
悟
り
を
得
る
ま
で
は

「
三
劫
」
で
す
か
ら
、
そ
こ
ま

で
長
く
は
な
い
に
し
ろ
、
想
像

を
絶
す
る
ほ
ど
長
い
時
間
と
い

う
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
だ
け
の
大
変
な
修
行

が
必
要
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

前
号
で
弥
勒
仏
の
出
現
ま
で

の
長
い
時
間
の
話
を
し
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
も
う
そ
の
比
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
考
え

る
時
間
の
長
さ
は
、
人
知
の
ス

ケ
ー
ル
を
は
る
か
に
超
え
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　

（
つ
づ
く
）

　
◆
台
風
11
号

　

今
年
は
、
夏
と
呼
べ
る
も
の
が
、
は

た
し
て
あ
っ
た
の
か
と
言
い
た
く
な
る

く
ら
い
、
気
温
の
低
い
、
雨
の
多
い
夏

で
し
た
。
各
地
の
被
害
に
心
を
痛
め
た

も
の
で
す
。

　

台
風
11
号
が
猛
威
を
振
る
っ
た
８
月

10
日
は
、
撫
養
街
道
沿
い
の
檀
家
さ
ん

た
ち
を
盆
経
で
訪
ね
る
日
で
し
た
。
幸

い
意
外
に
早
く
通
り
過
ぎ
て
く
れ
た
の

で
、
予
定
よ
り
３
時
間
ほ
ど
の
遅
れ
で

拝
み
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

な
に
し
ろ
風
が
強
烈
だ
っ
た
の
で
、

境
内
の
イ
チ
ョ
ウ
が
大
量
の
枝
葉
を
落

と
し
、
裏
山
の
ミ
ニ
霊
場
も
倒
木
な
ど

で
ず
い
ぶ
ん
荒
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

台
風
の
去
っ
た
あ
と
は
、
ミ
ニ
霊
場

を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
参
道
を
整
備

す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
普
段
な
ら

ぼ
く
１
人
で

十
分
な
作
業

も
、
今
回
は

盆
経
の
手
伝

い
に
来
て
く

れ
て
い
た
仲

間
の
協
力
を

得
て
、
３
人

が
か
り
で
片

付
け
ま
し
た
。
目
立
っ
た
被
害
と
い
え

ば
、
不
動
堂
の
手
洗
い
場
の
屋
根
の
倒

壊
。
い
ま
は
取
り
払
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ミ
ニ
霊
場
を
復
興
し
た
の
は
18
年
前

の
こ
と
で
す
が
、
伸
び
た
草
木
に
隠
れ

て
参
道
や
お
堂
の
分
か
ら
な
く
な
っ
た

場
所
や
、
大
量
の
倒
木
で
通
れ
な
く

な
っ
て
い
た
場
所
が
少
な
か
ら
ず
あ
り

ま
し
た
。
細
か
い
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
出

来
て
い
る
間
は
い
い
で
す
が
、
こ
れ
が

で
き
な
く
な
る
と
い
ず
れ
ま
た
、
か
つ

て
の
よ
う
に
荒
れ
果
て
た
霊
場
に
な
っ

て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
こ
と
で

し
た
。
こ
れ
も
諸
行
無
常
で
す
。

　

寺
で
は
、
毘
沙
門
堂
が
少
し
壊
さ
れ
、

屋
根
瓦
も
幾
枚
か
落
ち
ま
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
次
号
で
報
告
致
し
ま
す
。

　

「
見
事
に
倒
壊
し
た
不
動
堂
手
洗
い
場
の
屋
根


