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昔
か
ら
、人
は
死
後
の
世
界
を
思
い
、生
き
続
け
て
い
る
。

境
内
に
浄
土
の
世
界
を
表
し
た

浄
瑠
璃
寺
に
立
ち
寄
り
生
を
感
じ
る
。

　
あ
あ「
こ
の
世
は
天
国
だ
」だ
の
、

「
地
獄
を
見
た
」
だ
の
、
人
は
何
か

と
い
う
と
死
後
の
世
界
を
話
題
に
出

す
。
こ
の
世
に
出
て
間
な
し
の
若
い

う
ち
は
と
も
か
く
、
人
間
も
中
年
期

を
過
ぎ
る
と
、「
あ
の
世
」
の
こ
と

が
気
に
な
る
。
あ
ま
り
口
に
出
し
た

く
は
な
い
が
、
家
族
団
ら
ん
や
幸
福

が
恋
し
い
季
節
に
な
る
と
、
自
ら
そ

っ
ち
の
方
面
へ
と
出
か
け
て
し
ま
う

人
さ
え
も
い
る
。
人
は
、
そ
し
て
日

本
人
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
、
死
後
の

世
界
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
い
る
。

　
人
は
死
後
を
不
安
視
す
る
あ
ま

り
、
そ
こ
に
「
極
楽
浄
土
」
を
据
え

た
。
し
っ
か
り
己
の
時
間
を
生
き
て

さ
え
い
れ
ば
、
行
き
着
く
先
は
「
極

め
て
心
地
い
い
清
ら
か
な
場
所
」、

そ
ん
な
行
末
が
待
っ
て
い
る
と
言
い

聞
か
せ
、
そ
し
て
信
じ
、
生
き
て
き

た
の
で
あ
る
。

　
京
都
府
の
山
あ
い
に
あ
る
浄
瑠
璃

寺
は
、
極
楽
浄
土
の
庭
で
有
名
で
あ

る
。
わ
た
し
は
折
り
に
触
れ
、
こ
の

浄
瑠
璃
寺
を
訪
れ
る
。
け
っ
し
て
行

き
や
す
い
場
所
で
は
な
い
。
だ
が
、

京
都
や
奈
良
に
用
事
が
あ
る
際
に

は
、
ク
ル
マ
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
ま

で
も
、
必
ず
こ
の
寺
を
訪
れ
る
。

　
寺
に
着
く
と
、
足
早
に
庭
を
見
に

行
く
。
一
度
深
呼
吸
を
し
、
全
体
を

眺
め
回
す
。
そ
し
て
、
20
分
も
い
る

か
い
な
い
か
で
、
こ
の
場
所
を
後
に

す
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
の
う
ち
に
、
近
く
に
来
た
か
ら

顔
を
出
し
た
、
思
春
期
の
男
子
学
生

み
た
い
な
感
覚
だ
。
ろ
く
な
挨
拶
も

せ
ず
、
た
だ
、
出
さ
れ
た
お
茶
と
ひ

か
ら
び
た
せ
ん
べ
い
を
食
べ
な
が

ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
話
を
ニ
コ
リ

と
も
せ
ず
に
聞
く
。
そ
し
て
、
お
茶

を
飲
み
終
わ
る
と
お
も
む
ろ
に
立
ち

上
が
り
、「
お
や
、
も
う
帰
る
の
か

い
？
」「
ま
た
、
来
る
わ
」
な
ん
て

会
話
を
、恥
ず
か
し
そ
う
に
交
わ
し
、

さ
っ
さ
と
家
路
に
つ
く
。
帰
り
な
が

ら
、「
あ
れ
？ 

な
ん
で
俺
、
ば
あ
ち

ゃ
ん
ち
寄
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
な
ん

て
、
心
の
な
か
で
不
思
議
に
思
う
。

わ
た
し
の
浄
瑠
璃
寺
詣
で
は
、
言
う

な
れ
ば
、こ
ん
な
感
じ
な
の
で
あ
る
。

　
浄
瑠
璃
寺
は
平
安
時
代
に
建
立
さ

れ
た
寺
だ
。
中
央
に
は
宝
池
。
池
の

東
側
に
は
三
重
塔
が
建
て
ら
れ
、
薬

師
如
来
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
東
の
本
尊
で
あ
る
。
池
の
岸
辺

に
は
南
側
を
向
い
て
灌
頂
堂
が
あ
り
、

す
べ
て
の
生
命
の
根
源
で
あ
る
大
日

如
来
が
安
置
さ
れ
て
い
る
（
通
常
は

非
公
開
）。
西
側
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の

未
来
を
待
ち
受
け
る
阿
弥
陀
如
来
像

（
九
体
）
が
安
置
さ
れ
た
、
阿
弥
陀

堂
が
あ
る
。

　
浄
瑠
璃
寺
の
伽
藍
配
置
は
、
平
安

時
代
末
、
藤
原
期
に
人
の
心
を
捉
え

た
「
浄
土
思
想
」
が
絵
解
き
の
よ
う

に
残
さ
れ
て
い
る
。
薬
師
如
来
に
よ

っ
て
こ
の
世
に
送
り
出
さ
れ
た
わ
れ

わ
れ
は
、
仏
の
教
え
に
従
っ
て
生
き

る
こ
と
に
よ
り
、
阿
弥
陀
如
来
の
待

つ
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
。

　
浄
瑠
璃
寺
の
庭
に
立
ち
、
見
渡
す

景
色
に
感
ず
る
極
楽
浄
土
へ
の
思

い
。
こ
の
静
謐
な
空
間
は
、
過
去
世
、

現
世
、
未
来
世
と
、
世
界
の
深
遠
な

る
成
り
立
ち
を
静
か
に
物
語
る
。

　
作
家
の
堀
辰
雄
は
、
随
筆
「
浄
瑠

璃
寺
の
春
」（『
大
和
路
・
信
濃
路
』

に
収
録
）
の
な
か
で
、
小
さ
な
山
門

て
居
心
地
が
よ
く
な
く
て
も
か
ま
わ

な
い
の
だ
。
ふ
ら
っ
と
行
っ
て
ふ
ら

っ
と
顔
を
出
し
、
来
る
べ
き
死
後

や
、
人
間
の
行
き
着
く
先
を
、
ち
ょ

っ
と
だ
け
感
じ
る
。

　
以
前
、「
観
光
と
は
、
心
の
光
を

観
に
行
く
こ
と
」
と
い
う
、
あ
る
僧

の
言
葉
を
紹
介
し
た
。
と
に
か
く
極

楽
浄
土
に
行
っ
て
み
る
。
死
を
思
う

こ
と
だ
っ
て
た
の
し
い
。
死
を
感
じ

に
行
く
観
光
が
「
生
」
を
生
き
生
き

と
蘇
ら
せ
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、

先
達
か
ら
わ
た
し
た
ち
に
託
さ
れ
た

「
た
の
し
い
観
光
地
」
な
の
だ
。

特別名勝・史跡、浄瑠璃寺庭園で「極楽浄土」を感じる。

山
あ
い
の
、極
楽
浄
土
に

行
っ
て
み
る

た
の
し
い
観
光
地
第
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か
ら
浄
瑠
璃
寺
の
内
部
を
覗
い
た
時

の
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
な
驚

き
を
綴
っ
て
い
る
。
わ
た
し
も
、
は

じ
め
て
こ
の
寺
を
訪
れ
た
時
に
は
、

な
ん
だ
か
ち
ょ
っ
と
怖
い
よ
う
な
、

そ
ん
な
「
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
」
る
驚

き
を
覚
え
た
。

　
時
に
場
所
は
人
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
る
。
支
配
す
る
、
俗
な
言
い
方
を

す
れ
ば
「
仕
切
っ
て
い
る
」
人
が
違

う
と
、
そ
の
地
の
空
気
は
変
わ
る
。

神
様
で
あ
れ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
あ

れ
、
仕
切
っ
て
い
る
人
が
違
え
ば
、

自
分
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
は
違
い
、
微

妙
な
空
気
の
ゆ
ら
ぎ
を
感
じ
る
。

　
浄
土
思
想
や
来
世
へ
の
思
い
。
そ

れ
は
そ
う
大
層
な
こ
と
で
は
な
い
。

わ
た
し
に
は
そ

う
感
じ
る
。
誰

も
見
た
こ
と
は

な
い
の
だ
か

ら
、
そ
ん
な
に

難
し
い
こ
と
を

考
え
な
く
て
も

い
い
。
そ
こ
に

い
て
、
け
っ
し
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山
あ
い
に
現
れ
る
小
さ
な
山
門
。
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