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仏
教
の
幸
福
観

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
吉
田
で
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
仏

教
の
幸
福
観
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
基
調
講
演
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で

す
の
で
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
幸
福
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
日
本
仏
教
学
会
で
は
一
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
な
い
。
何
故
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
な
い
か
。
幸
福
と
い
う
の
は
何
か
。

仏
教
は
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思

い
ま
す
。

さ
て
古
代

ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
た
ち
は
幸
福
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
幸
福
は
最
終
目
的
だ
と
云
う
ん
で
す
ね
。
幸
福
は
他

の
た
め
で
は
な
く
て
そ
れ
白
身
の
た
め
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
為

す
あ
ら
ゆ
る
営
為
は
幸
福
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
そ
の
後
、

い
ろ
い
ろ
な
時
代
と
地
域
で
幸
福
に

つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
幸
福
論
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
結
局
、
幸

福
と
い
う
の
は
外
面
的
な
幸
福
と
内
面
的
な
幸
福
と
に
分
け
る
と
、
普
通
、

吉
　
田
　
宏
　
晢

外
面
的
な
幸
福
が
幸
福
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
外
面
的
に
は
幸
福
の

よ
う
に
見
え
る
が
実
際
は
幸
福
感
を
抱
い
て
は
い
な
い
と
か
、
外
面
的
に

は
不
幸
に
見
え
る
が
実
際
に
は
無
上
の
幸
福
を
感
じ
て
い
る
と
か
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
て
、
ど
う
も
一
律
に
幸
福
と
い
う
も
の
を
規
定
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
し
か
し
ふ
つ
う
は
健
康
で
あ
る
と
か
財
産
が
あ
る
と
か
、
社

会
的
に
認
め
ら
れ
た
地
位
が
あ
る
と
か
、
将
来
に
不
安
が
な
い
と
い
う
こ

と
は
幸
福
の
客
観
的
な
条
件
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思

い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
場
合
そ
れ
ら
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
な
い
と
本
当
の
意

味
で
幸
福
だ
と
は
云
え
な
い
。
何
故
な
ら
い
か
に
財
産
が
あ
っ
て
も
健
康

で
な
か
っ
た
ら
幸
福
だ
と
は
必
ず
し
も
云

え
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。
つ
ま

り
財
産
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
幸
福
だ
が
病
気
が
ち
だ
と
い
う
意
味
で

は
幸
福
で
は
な
い
と
云
え
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
客
観
的

な
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
場
合
は
人
は
幸
福
で
あ
る
と
い
う
ふ
う

に
幸
福
の
一
応
の
規
定
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

冂



さ
て
と
こ
ろ
が
仏
教
の
場
合
、
世
間
的
な
幸
福
に
対
し
て
は
む
し
ろ
否

定
的
で
あ
っ
た
と
云
え
ま
す
。
そ
れ
は
何
故

か
と
い
う
と
、
仏
教
の
開
祖

で
あ
る
釈
迦
は
世
間
的
に
は
す

べ
て
幸
福
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
何
し
ろ
小

さ
い
と
は

い
え
釈
迦
国
と
い
う
れ
っ
き
と
し
た
国
の
王
子
だ

っ
た
の
で
す

か
ら
。
そ
の
生
活
も
他
の
人
々
に
対
し
て
は
最
高
級
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、

そ
の
家
族

も
王
様
と
王
妃
様
で
あ
る
両
親
、
若
く
て
美
し
い
妻
と
ラ
ー
フ

ラ
（
軛
と
い
う
意
味
）
と
い
う
子
供
、
そ
し
て
い
ず
れ
は
釈
迦
国
の
王
と

な
っ
て
国
を
治
め
る
と
い
う
将
来
、
世
間
で
は
こ
れ
を
幸
せ
と
云
わ
な
い

で
他
に
何

と
云
う
の
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ

が
そ
う
い
う
人

が
そ
の
幸
福

を
す
べ
て
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
故
か
と

い
う
と
、
そ
こ

に
四
門

出
遊
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
皆
様
も

ご
存
じ
の
話
で
あ
る
の
で
詳
し
く
は
申
し
ま
せ
ん

が
、
と
も
か
く
城
の
四

つ
の
門
か
ら
街
に
出
て
ゆ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
老
人
と
病
人
と
葬
式

と
沙
門
と
に
出
会

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
老
病
死
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を

知
り
、

こ
の
問
題

を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
出
城
し
た
と
い
う
の
で
す
。

釈
迦
に
と
っ
て
城
は
家
で
す
か
ら
出
城
は
出
家
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
釈
迦
は
城
に

い
る
限
り
世
間
的
な
幸
福
を
享
受
し
て
い
た
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
の
城
を
捨
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
世
間
的
な
幸
福
を
捨
て

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

が
二
十
九
歳
の
と
き
で
、

難
行
苦
行
の
す
え
三
十
五
歳
で
悟
り
を
開
い
た
。
そ
し
て
こ
の
悟
り
を
開

い
た
と
き
、
「
不
死
の
法
を
得
た
。
も
は
や
再
び
生
ま
れ
る
こ
と
は
な

い
」

と
云

っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

そ
こ
で
そ
れ
で
は
釈
尊
は
悟
り
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
解
決
さ
れ

た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
老
病
死
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
最
初

の
説
法
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
四
諦
八
正

道
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
う
ち
の
苦
諦
は
生
老
病
死
の
問
題
で
す
。
こ
の
生
老
病
死
は
ど

れ
も
思
い
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
ね
。
人
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
思
い

通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
生
は
生
き
る
こ
と
で
は
な
く
て
生
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
様
に
年
を
取
る
こ
と
も
、
病
気
に
な
る
こ
と

も
、
死
ぬ
こ
と
も
思
い
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。
よ
く
四
苦
八
苦
と
云

い
ま

す

が
四
苦
と
い
う
の
は
こ
の
生
老
病
死
の
こ
と
で
す
。
イ
ン
ド
か
ら
中
国

に
仏
教

が
入

っ
た
と
き
に
「
ド
ウ
ッ
カ
」
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を

中
国
の
翻
訳
者
が
「
苦
」
と
翻
訳
し
た
。
釈
尊
の
最
初
の
説
法
は
四
諦
八

正
道
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
最
初
の
苦
諦
（
苦
で
あ
る
と
い
う
真
理
）
と

い
う
と
き
の
苦
は
ま
さ
に
「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
と
確
か
に
、
生
ま
れ
る
、
病
気
に
な
る
、

年

を
取
る
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
「
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
」
で
す
ね
。

四
諦
と
因
果
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
そ
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
教
え

に
四
法
印
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
諸
行
無
常
　
一
切
皆
苦
　
諸

法
無
我
　
涅
槃
寂
静
」
と
云

い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
一
切
皆
苦
が
苦
諦
に

対
応
し
ま
す
。
生
老
病
死
の
「
生
」
を
「
生
ま
れ
る
こ
と
」
で
は
な
く
て

「
生
き

る
こ
と
」
と
考
え
る
と
、
一
切
皆
苦
は
人
生
の
す

べ
て
が
苦
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
れ
で
は
誰
も
が
反
発
を
感
ず
る

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
ど
う
も
仏
教
は
暗
い
と
か
陰
鬱
で
あ
る
と
か
と
い
う

否
定
的
な
評
価
を
受
け
が
ち
だ
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
生
は
生
ま
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
。
生
ま
れ
る
こ
と
も
、
年
を
取
る
こ
と
も
、
病
気
に
な



る
こ
と
も
、
死

ぬ
こ
と
も
す

べ
て
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
と
云

わ
れ
る
と
、

こ
れ
に
は
誰
も
が
納
得
す
る
と
思

い
ま
す
。
た
だ
納
得
は
し
ま
す

が
、
普

通
の
人
で
は
こ
れ
は
乗
り
越
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
釈

尊
は
こ
の
生
老
病
死
の
思

い
通
り
に
な
ら
な

い
現
実
を
越
え
よ
う
と
し
て

出
家
修
行
の
道
に
上

ら
れ
、
六
年
間
の
難
行
苦
行
の
後
、
転
迷
開
悟
せ
ら

れ
た
。
で
す
か
ら
こ
の
転
迷
開
悟
の
結
果
は
一
切
皆
苦
と
い
う
こ
と
が
乗

り
越
え
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
絶
対
的
な
安
楽
で
あ
り
、
一
切
の
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
無
く
な
っ
た
か
ら
完
全
に
自
由
自
在
で
あ
る
。
ま

た
無
常
性
が
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
だ
か
ら
永
遠
不
滅
で
あ
り
、
か
つ
一
切

の
煩
悩

の
汚
れ
が
無
く
な
っ
た
か
ら
清
浄
無
垢
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
後
に
涅
槃
の
四
徳
（
常
楽
我
浄
）
と
云
わ
れ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
釈
尊
は
こ
の
生
老
病
死
の
繰
り
返
し
（
輪
廻
転
生
）

か
ら
解
放
さ
れ
（
解
説
）
、
絶
対
的
な
安
楽
（
涅
槃
）
を
得

ら
れ
た
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
た
だ
解
説
涅
槃
の
境
地
に
至
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
解
説
涅
槃
し
た
と
い
う
こ
と
を
知

っ
た
（
解
脱
知
見
）
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
釈
迦
の
悟
り
と
い
う
も
の
の
本
質
を
よ
く
表
し
て
い
る

事
柄
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
故
な
ら
単
に
解
説
し
た
と
い
う
の
で
は
な

く
、
解
脱
し
た
と
い
う
こ
と
を
知

っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
釈
迦
は
そ
の
解
説
の
方
法
を
人
々
に
説
く
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。

後
の
唯
識
仏
教
で
は
こ
の
悟
り
を
夢
か
ら
の
目
覚
め
と
し
て
譬
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
我
々
が
生
老
病
死
の
輸
廻
を
繰
り
返
し
て
い
る
と

き
、
そ
れ
は
夢
を
見
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
我
々
の
生
存
は
そ
の
時
々

の
条
件
に
よ
っ
て
幸
せ
で
あ
っ
た
り
不
幸
せ
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
し

て
幸
せ
の
と
き
は
喜
び
不
幸
せ
の
と
き
は
悲
し
む
。
そ
し
て
一
生
を
終
わ

っ
た
と
き
に
そ
れ
を
振
り
返
る
と
ま

る
で
夢
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
あ
ま
り
に
も
幸
せ
の
と
き
は
「
夢
で
は
な
い
か
」
と
頬
を

つ
ね
っ
て
み
た
り
、
逆
に
あ
ま
り
に
も
不
幸
せ
の
と
き
は
「
夢
な
ら
ば
覚

め
て
ほ
し
い
」
と
云

い
ま
す
。
唯
識
仏
教
で
は
我
々
の
迷

い
の
一
生
は
夢

を
見
て
い
る
の
と
同
じ
で
。
こ
れ
に
対
し
て
悟
り
は
夢
か
ら
覚
め
た
状
態

に
あ
る
の
と
同
じ
だ
と
云
い
ま
す
。
そ
れ
は
夢
を
見
て
い
る
と
き
は
自
分

が
ど
う
い
う
夢
を
見
る
か
は
思
い
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
思

い
通
り

に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
仏
教
の
云
う
一
切
皆
苦
で
あ
っ
て
、

仏
教

の
悟
り
は
こ
の
夢
か
ら
覚
め
た
と
い
う
こ
と
に
譬
え
ら
れ
る
の
で

す
。
楽
し
い
夢
を
見
て

い
る
と
き
起
こ
さ
れ
る
と
何
故
起
こ
し
た
の
か
と

叱

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
怖

い
夢
を
見
て

い
て
魘

さ
れ
て
い
る
と

き
、
母
親

が
揺
り
起
こ
し
て
く
れ
る
と
、

あ
あ
助
か
っ
た
と
安
心
す
る
。

そ
の
と
き
の
母
親

が
仏
で
あ
り
夢
を
見
て
魘

さ
れ
て
い
る
の
が
衆
生
で
あ

る
。
仏
は
生
死
の
夢
か
ら
覚
め
て
、
大
安
楽
、
大
自
在
の
境
地
に
あ
る
か

ら
、
衆
生
の
迷
い
の
夢
を
覚
ま
し
て
く
れ
る
こ
と
（
説
法
利
生
）
が
出
来

ま
す
。
そ
れ
は
仏
が
生
死

の
夢
か
ら
覚
め
て
（
解
説
）
、
し
か
も
夢
か
ら

覚
め
た
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
解
脱
知
見
）
。
夢

を
見
て
い
る
人
は
夢
を
見
て
魘
さ
れ
て
い
る
人
を
起
こ
す
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
で
す
ね
。
唯
識
仏
教
の
立
場
か
ら
云
う
と
こ
の
夢
と
夢
か
ら
の
目
覚

め
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
認
識
の
根
本
問
題
に
関
わ
っ
て
い
て
、
我
々
は

自
己
と
自
己
の
対
象
世
界
を
実
体
視
し
、
そ
の
実
体
視
し
た
も
の
に
執
着

｜　仏教の幸福観
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し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
執
着
に
基

づ
い
て
行
為
し
、
そ
の
結
果
苦
楽
の

果
報
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
苦
楽
の
果
報
か
ら
解
放
さ

れ
た
い
と
願

う
な
ら
、
自
己
と
自
己

の
対
象
世
界
の
実
体
視
を
離
れ
よ
。

そ
の
よ
う
に
し
て
離
れ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
怖

い
夢
を
見
て
い
る
と
き

に
自
分
や
自
分
の
愛

す
る
者
が
恐
ろ
し

い
化
け
物
に
追
わ
れ
て
必
死
に
な

っ
て
逃
げ
て
い
る
が
、
夢
か
ら
覚
め
た
と
き
そ
の
化
け
物
（
対
象
）
も
そ

の
化
け
物
に
追
わ
れ
て
い
る
自
分
（
自
己
）

も
両
方
と
も
消
え
て
な
く
な

り
、
そ
こ
に
大
き
な
安
ら
ぎ
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
と
同
じ
で

あ
る
。

こ
れ
を
幸
福
と
い
う
こ
と
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
我
々
が
普
通
に

生
活
し
て
い
る
と
き
、
幸
福
で
あ
る
か
不
幸
で
あ
る
か
は
思
い
通
り
に
な

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
夢
の
中
で
楽
し
い
夢
を
見
る
か
怖
い
夢
を
見

る
か
を

決
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
と
同

じ
で
す
。
ま
た
夢
は
覚
め
な
い
限
り
永

遠
に
夢
を
見
続
け
る
と
い
う
こ
と
も
同
じ
で
す
。
生
老
病
死
の
夢
も
覚
め

な
い
限
り
永
遠
に
見
続
け
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
生
ま
れ
て
は
死
に
、
死
ん

で
は
生
ま
れ
る
と

い
う
繰
り
返
し
を
永
遠
に
続
け

る
。
こ
れ
を
輪
廻
転
生

と
云

い
ま
す
。
釈
尊
は
こ
の
輪
廻
転
生
の
苦
（
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
こ

と
）
か
ら
解
放
さ
れ
た
（
解
説
）
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
大
安
楽
大
自
在

の
涅
槃
の
境
地
を
体
得
さ
れ
、
そ
の
涅
槃
に
至
る
方
法
を
人
々
に
説
法

さ

れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
故
こ
れ
は
普
通
の
意
味
で
の
幸
福

で
は
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
て
普
通
の
意
味

の
幸
不
幸
を
超
越
し
た
大
安

楽
大
自
在
の
境
地
で
あ
る
。
し
か
も
目
覚
め
た
人
の
み
が
夢
を
見
て
魘
さ

れ
て

い
る
人
を
起
こ
す
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
、
仏

も
恐
ろ
し

い
こ
と
、

悲
し
い
こ
と
に
苦
し
む
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
ま
た
そ
れ

を
あ
る
場
所
、
あ
る
時
期
の
み
で
は
な
く
て
永
遠
に
果
た
す
こ
と
が
出
来

る
。
何
故

な
ら
仏
は
三
界
（

欲
界
・
色
界
・
無
色
界
）
、
六
道
（
地
獄
・

餓
鬼
・
畜
生
・
人
・
阿
修
羅
・
天
）
の
輪
廻
と
い
う
空
間
性
・
時
間
性
を

超
越
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
よ
く
地
蔵
菩
薩
が
六
道
を
経
巡
っ

て
衆
生
を
救
済
す
る
と
云
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可

能
で
あ
る

の
は
、
地
蔵
菩
薩
が
六
道
と
い
う
存
在
の
形
態
を
超
越
し
、
し
か
も
こ
れ

ら
の
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
誓
願
を
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
観
世
音
菩
薩

が
三
十
三
種
類
の
姿
を
示
現

し
、
あ
る
い
は
千
眼
千
手
を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が

出
来
る
と
い
う
信
仰
も
、
菩
薩
が
悟
り
を
開

い
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
形

態
を
超
越
し
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
誓
願
を
持
ち

続
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

さ
て
仏
教
の
幸
福
観
は
世
間
的
な
幸
福
観
と
は
根
本
的
に
違

っ
て

い
る

と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
幸
福
観

か
ら
云
う
と
、
世
間
的
な
幸
福
は
幾
つ
か
の
意
味
で
真
の
幸
福
と
は
云
え

な
い
。
そ
れ
は
何
故
な
ら
ば
、

（
１
）
　
世
間
的
な
幸
福
は
条
件
付
き
で
あ
っ
て
、
幸
福
で
あ
る
条
件
が
満

た
さ
れ
て

い
な

い
と
幸
福
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
財
産
が
あ

っ
て
幸
せ
を
感
じ
て

い
る
と
き
は
、
財
産
が
あ
る
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て

幸
せ
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
財
産
が
無
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
幸
せ
で
あ

っ
た
分
だ
け
不
幸
せ
に
な
る
。
同
様
に
美
し
い
奥
さ
ん
と
か
わ
い
い
子
供

が
い
て
幸
せ
を
満
喫
し
て
い
る
と
き
に
、
子
供
が
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ



て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
世
に
自
分
ほ
ど
不
幸
せ
な
者
は
い
な
い
と
嘆
く
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
世
間
の
幸
せ
は
す

べ
て
条
件
付
き
で
あ
っ

て
そ
の
条
件
が
無
く
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
不
幸
せ
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

（
２
）
　
世
間
的
な
幸
せ
は
部
分
的
で
あ
っ
て
、
完
全
な
幸
せ
と
い
う
こ
と

は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
財
産
が
あ
っ
て
幸
せ

だ

が
病
気

が
ち
で
あ
る
た
め
に
本
当
に
幸
せ
で
あ

る
と
は
云

え
な
い
と

か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
健
康
そ
の
も
の
だ
が
お
金
が
な
い
の
で
食
べ
た

い
も
の
も
食
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
な
ど
と

い
っ
た
場
合
が
あ
っ
て
、

完
全
な
幸
福
な
ど
と
い
う
も
の
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。

（
３
）
　
世
間
的
な
幸
せ
は
無
常
性
の
影
に
常
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
客
観

的
な
条
件
が
す
べ
て
満
た
さ
れ
、
幸
福
の
絶
頂
に
あ
る
と
感
じ
て
い
る
と

き
で
も
、
い
つ
か
は
そ
れ
が
終
わ
る
と
い
う
不
安
を
無
く
す
こ
と
は
出
来

な
い
。
夏
の
花
火
の
美
し

さ
や
賑
や
か
な
お
祭
り
も
、
終
わ
っ
た
後
の
寂

し
さ
に
い
つ
も
付
き
纏
わ
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
は
誰
し
も
持
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
４
）
　
世
間
的
な
幸
せ
は
自
己
の
幸
せ
が
他
の
不
幸
せ
に
よ
っ
て
得
ら
れ

て
い
る
場
合

が
多
い
。
自
分
が
恋
人
と
添
い
遂
げ
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
陰

で
何
人
の
友

が
泣

い
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
ウ
ナ
ギ
を
食

べ
て
う
ま
い
う

ま
い
と
云
っ
て
い
る
と
き
、
ウ
ナ
ギ
は
死

ぬ
ほ
ど
苦
し
ん
で

い
る
。（
若

き
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
（
釈
尊
の
幼
名
）
は
掘
り
返
さ
れ
た
畑
の
土
の
中
に
い

る
虫
を
小
鳥

が
食

べ
、
そ
の
小
鳥
を
鷹

が
捉
え
る
の
を
見
て
深
い
物
思

い

に
沈
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
）

以
上
の
よ
う
に
普
通
の
世
間
的
な
幸
福
は
条
件
性
、
部
分
性
、
無
常
性
、

罪
責
性
と
い
う
限
界
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
仏
陀
の
悟
り
に
よ
る

解
説
涅
槃

の
体
験
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
四
つ
の
幸
福
の
限
界
を
超
越
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
仏
教
の
幸
福
観
の
次
元
を
異
に
す
る
完
璧
性
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
そ
れ
で
は
釈
尊
は
た
だ
こ
の
よ
う
に
完
璧
な
る
大
安
楽
大
自
在

の
涅
槃
の
う
ち
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
三
十
五
歳
で
悟
り
を

開
か
れ
た
後
、
八
十
歳
で
入
滅
す
る
ま
で
釈
尊
は
人
々
に
対
し
て
説
法
利

生
の
行
脚
を
続
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
前
述
の
如
く
、
夢
か
ら
覚
め
た
人

が

夢
を
見
て
魘
さ
れ
て
い
る
人
々
を
目
覚
め
さ
せ
て

い
く
か
の
ご
と
き
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
目
覚
め
を
得
た
人
々
は
い
ず
れ
も
宗
教

的
救

い
の
も
た
ら
す
幸
福
を
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ

と
同
時
に
釈
尊
は
世
間
的
な
幸
福
の
条
件
と
み
な
さ
れ
る
、
財
産
や
利
益

や
親
族
に

つ
い
て
も
味
わ
い
深
い
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
最

も
良

い
財
産
は
健
康
で
あ
り
、
最
も
良
い
利
益
は
知
足
で
あ
り
、
最
も
良

い
親
族
は
信
頼
で
あ
る
、
」
と
い
う
も
の
で
、
最
後
は
「
最
も
良
い
安
楽

は
涅
槃
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

釈
尊
は
悟
り
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
涅
槃
の
境
地
を
体
得
さ
れ
、
そ
の

よ
う
な
境
地
に
如
何
に
し
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
説
法
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
説
法
は
最
初
は
四
諦
八
正
道
で
あ
り
、
ま
た
五
蘊
や
十
二
処
、

十
八
界
説
、
縁
起
説
、
無
我
説
等
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
教
え
を
奉
じ

て
釈
尊
と
同
じ
境
地
を
目
指
し
た
人
々
の
集
ま
り
が
サ

ン
ガ
と
呼
ば
れ
ま

｜　仏教の幸福覬
５



し
た
。
こ
の
サ
ン
ガ
は
「
和
合
衆
」
と
い
う
意
味

で
、
出
家
の
比
丘
・
比

丘
尼
と
、
在
家
の
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の
四
衆
で
構
成
さ
れ
、
出
家
者
は
修

行
に
励
み
、
在
家
者
は
三
宝
（
仏
法
僧
）
に
帰
依
し
て
、
僧
侶
の
生
活
を

財
政
的
に
支
え
ま
し
た
。

仏
教
は
釈
尊
の
成
仏
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
悟
り
の
結
果

世
間
の
幸
福
を
越
え
た
異
次
元
の
幸
福
で
あ
る
涅
槃
の
境
地
が
体
得
さ
れ

た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
幸
福
を
我
々
自
身
が
体
得
す
る
た
め
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
釈
尊
の
説
法
の
う
ち
で

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
釈
尊
の
最
初
の
説
法
は
四
諦
八
正
道
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
す
が
、
そ
の
後
の
歴
史
的
に
展
開
し
た

す
べ
て
の
仏
教
の
教
え
は
こ
の
最
初
の
説
法
の
埒
外
の
も
の
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
た
だ
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
四
諦
八
正
道
は
あ
る
時
期
か

ら
正
当
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
特
に
大
乗
仏
教
が
仏

滅
後
四
百
年
頃
興
起
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
教
団
が
釈
尊
の
教
え
を

実
体
化
（
法
我
執
）
し
、
人
々
の
救
済
を
忘
れ
て
自
分
だ
け
の
悟
り
と
法

の
分
析
（
ア

ビ
ダ
ル
マ
）
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
ま
し
た
。
そ

し
て
一
切
衆
生
の
救
済
こ
そ
が
無
上
正
等
正
覚
（
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
）

の
条
件
で
あ
る
と
し
て
（
自
未
度
先
度
他
）
、
不
住
涅
槃
（
涅
槃
に
止
ま

ら
ず
に
永
遠
に
衆
生
済
度
の
菩
薩
行
を
続
け
る
）
と
い
う
新
し

い
仏
教
の

立
場
を
標
榜
し
、
こ
れ
を
大
乗
仏
教
と
命
名
し
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
は
小

乗
仏
教
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。

そ
れ
故
、
大
乗
仏
教
の
幸
福
観
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
こ
れ
は
前
述
の

唯
識
仏
教
の
幸
福
観
が
そ
の
ま
ま
対
応
で
き
ま
す
。
即
ち
大
乗
仏
教
の
菩

薩
は
釈
尊
が
悟
り
を
開
い
て
後
、
人
々
の
救
済
活
動
に
専
心
さ
れ
た
の
と

同
様
に
、
自
分
た
ち
も
こ
の
釈
尊
の
あ
り
方
と
同
じ
あ
り
方
を
す
る
と
誓

願
を
立
て
、
し
か
も
そ
れ
を
一
切
衆
生
が
救
済
さ
れ
る
ま
で
続
行
す
る
と

し
た
の
で
す
。
そ
の
場
合
、
菩
薩
は
釈
尊
の
悟
り
と
同
じ
悟
り
を
開

い
て

涅
槃
の
境
地
を
体
験
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
の
涅

槃
の
境
地
に
止
ま
ら
な
い
と
い
う
あ
り
方
を
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
を
喩
で
云

う
と
、
菩
薩
は
生
死
の
此
岸
か
ら
涅
槃
の
彼
岸
へ
大

き
な
船
で
人
々
を
導
き
ま
す
が
、
そ
の
船
は
大
乗
と
い
う
乗
り
物
で
す
。

菩
薩
は
そ
の
船
の
船
長
に
譬
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
船
長
は
既
に
涅
槃
の

彼
岸
に
行
っ
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
人
々
を
導
く
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
涅
槃
を
仏
教
に
お
け
る
最
良
の
安
楽
（
幸
福
）
で

あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
を
体
験
す
る
重
要
な
段
階
が
大
乗
仏
教
で
説
か
れ

て

い
る
歓
喜
地
と
い
う
段
階
で
す
。
こ
れ
は
菩
薩
と
し
て
の
目
覚

め
を
得

る
最
初
の
段
階
で
、
こ
の
段
階
に
到
達
し
た
と
き
に
は
、
歓
喜
地
と
い
う

名
前
の
通
り
無
上

の
喜
び
が
身
心
に
満

ち
縊
れ
る
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
境
地
に
至
る
方
法
は
唯
識
仏
教
の
場
合
は
入
無
相
方
便
観
と
い
う
観

法
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
言
及
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

ま
た
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
般
若
心
経
」
の
初
め
に
「
観
自
在

菩
薩
行
深
般
若
波
羅
密
時
、
照
見
五
蘊
皆
空
度
一
切
苦
厄
」
と
あ
っ
て
、

こ
の
中
に
「
一
切
の
苦
悩
や
災
厄
を
乗
り
切
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
り
、
一

切
の
苦
を
乗
り
越
え
ら
れ
れ
ば
そ
れ
は
最
良
の
幸
福
で
あ
り
ま
し
ょ
う

が
、
そ
の
境
地
に
至

る
に
は
「
照
見
五
蘊
皆
空
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
云

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
般
若
思
想
の
論
理
化
と
も
云
え
る
中
観
仏
教
は
、
前



述
の
唯
識
仏
教
と
は
追
っ
て
も
っ
と
直
接
的
に
仏
教
の
幸
福
観
を
説
い
て

い
る
と
思

い
ま
す

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
幸
福
と
不
幸
と
い
う
対
立
を
越
え

た
境
地
に
お
け
る
身
心
の
大
安
楽
と
大
自
在
が
実
現
し
て
い
る
と
云
え
る

で
し

ょ
う
。
換
言
す
れ
ば
世
間
的
な
幸
不
幸
の
中
に
あ
っ
て
も
そ
れ
を
越

え
た
境
地
の
法
悦

が
実
現
し
て
い
る
と
で
も
云
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か

（
生
死
即
涅
槃
）
。
し
か
も
、
そ
の
法
悦
は
一
切
衆
生
の
救
済
と
い
う
誓
願

の
実
践
（
菩
薩
行
）
の
中
で
こ
そ
顕
現
す
る
（
涅
槃
即
生
死
）
と
云
う
の

で
す
。

真
言
密
教
の
読
誦
経
典
で
あ
る
『
理
趣
経
』
に
は
、
「
菩
薩
勝
慧
者

乃
至
尽
生
死
　
恒
作
衆
生
利
　
而
不
趣
涅
槃
　
般
若
及
方
便
　
智
度
悉
加

持
　
諸
法
及
諸
有
　
一
切
皆
清
浄
　
慾
等
調
世
間
　
令
得
清
浄
故
　
有
頂

及
悪
趣
　
調
伏
尽
諸
有
　
如
蓮
体
本
染
　
不
為
垢
所
染
　
諸
慾
性
亦
然

不
染
利
群
生
　
大
慾
得
清
浄
　
大
安
楽
富
饒
　
三
界
得
自
在
　
能
作
堅
固

利
」
と
あ
り
、
大
安
楽
大
自
在
の
不
住
涅
槃
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
本
願

に
よ
る
浄
土
往
生
を
信
じ
ら
れ
た
人
々
は
、
こ
れ
も
ま
た
至

福
の
境
地
を
体
験
さ
れ
、
往
相
回
向
、
還
相
回
向
の
日
々
の
生
活
を
送
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
、
意
を
尽
く
し
ま
せ
ん

が
仏
教
の
幸
福
観
に
就
い
て
お
話
し

い
た
し
ま
し
た
。

（

よ
し
だ
・
こ
う
せ
き
。
仏
教
学
、
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

７　１　仏教の幸福観
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