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〈
生
死
去
来
真
実
人
〉
―
―
大
悲
の
禅
と
の
か
か
わ
り
か
ら

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
長
　
　
木
村
　
清
孝

　
　
は
じ
め
に

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
雨
の
中
を
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
所
長

と
し
て
、
ま
た
学
長
と
し
て
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
今
日
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
只
今
ご
紹
介
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、「
序
論
」
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。
与
え
ら

れ
て
お
り
ま
す
時
間
も
、
白
熱
し
た
ら
少
し
長
く
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
お
許
し
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
応
二
十
分
か
ら
長
く
て
も

二
十
五
分
ぐ
ら
い
で
お
さ
め
る
よ
う
に
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ご
案
内
の
よ
う
に
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
会
と
の
共
催
で
す
。
こ
う
い
う
形
を
と
り
ま
し
た
の
は
初
め
て
で
ご

ざ
い
ま
す
。ま
た
、こ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。ま
ず
、そ
の
こ
と
を
最
初
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
表
題
に
い
た
し
ま
し
た
根
本
の
理
由
は
、
基
本
的
に
仏
教
の
世
界
、
特
に
禅
の
世
界
は
生
と
死
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い

く
と
い
う
こ
と
が
基
本
姿
勢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、こ
の
こ
と
を
一
つ
の
角
度
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
、と
私
た
ち
は
考
え
た
か
ら
で
す
。

ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、『
修
証
義
』
の
冒
頭
に
「
生
を
諦
め
死
を
諦
む
る
は
、
仏
家
一
大
事
の
因
縁
な
り
」
と
い
う
言
葉

が
ご
ざ
い
ま
す
。「
諦
め
る
」
と
は
、「
も
う
仕
方
が
な
い
。
断
念
し
よ
う
」
と
い
う
思
い
を
表
す
、
一
般
的
な
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
が
本
来
の
意
味
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
完
全
に
明
ら
か
に
す
る
」、「
明
明
白
白
に
す
る
」、
さ
ら
に
は
「
は
っ
き
り
と
つ
か
み
取
る
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
禅
な
い
し
仏
教
の
根
本
問
題
と
し
て
の「
生
と
死
」が
大
き
な
論
点
で
す
が
、本
日
は
そ
の
中
で
、私
た
ち
に
と
っ

て
深
刻
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
死
の
直
前
の
あ
り
方
、
生
と
死
の
境
目
と
言
い
ま
す
か
、
そ
の
辺
り
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
議
論
を
深
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
深
刻
な
事
態
を
ど
う
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
示
唆
を
与
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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と
こ
ろ
で
、「
死
の
痛
み
を
超
え
て
」
と
い
う
主
題
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
死
の
痛
み
」
と
言
い
ま
す
と
、「
死
ぬ
時
に
は
、
意
識
・

感
覚
を
失
う
は
ず
だ
か
ら
、
痛
く
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、「
痛
み
」
と
い
う

概
念
に
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
身
体
的
な
も
の
と
、
恐
怖
や
不
安
な
ど
精
神
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
亡
く
な
っ
て
い
く
方

自
身
も
、
死
ぬ
瞬
間
と
そ
れ
以
後
は
感
覚
・
意
識
が
働
か
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
、「
痛
み
が
分
か
ら
な
い
」
と
し
て
も
、
そ
の
直
前

ま
で
は
、
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
苦
痛
を
受
け
ら
れ
る
方
は
少
な
か
ら
ず
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
亡
く
な
っ
て
い
く
方
を
見
守

る
周
り
の
方
々
、
生
前
に
深
い
交
わ
り
を
も
っ
た
親
し
い
方
々
も
ま
た
、
そ
の
傍
に
い
る
、
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
精
神
的
な
痛
み
を
受

け
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
こ
れ
ら
の
両
方
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
副
題
の
「
大
悲
の
禅
に
学
ぶ
」
で
す
が
、「
大
悲
」
は
、「
大
い
な
る
か
な
し
み
」
と
も
読
め
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
で
は
「
大

い
な
る
あ
わ
れ
み
」
と
い
う
の
が
基
本
的
な
意
味
で
す
。
た
だ
、こ
の
「
悲
し
み
」
と
「
あ
わ
れ
み
」
と
い
う
二
つ
の
感
じ
取
り
方
に
は
、

大
変
近
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
憐
れ
み
の
心
、
本
当
に
深
い
愛
情
と
い
う
の
は
、
苦
し
み
の
中
に
あ
る
相
手
の
立
場
と
一
つ

に
な
り
、
相
手
の
心
が
そ
の
ま
ま
私
の
心
に
な
る
。
そ
の
時
に
は
、
一
緒
に
泣
く
、
一
緒
に
悲
し
む
他
は
な
い
。
こ
れ
が
、
観
音
菩
薩
に

象
徴
さ
れ
、ま
た
、瑩
山
禅
師
の
精
神
の
基
幹
と
な
っ
て
い
る
「
大
悲
」
の
心
の
核
心
で
あ
る
か
ら
、と
申
し
上
げ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
そ
う
い
う
あ
り
方
に
学
ぶ
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
お
き
な
が
ら
、
上
述
し
た
生
と
死
の
問
題
に
つ
い
て
し
っ
か
り

と
し
た
正
し
い
見
方
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
そ
し
て
そ
の
中
で
、
迷
い
と
苦
し
み
の
世
界
で
あ
る
生
死
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
大
き
な
安

ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
方
向
を
見
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
一
、「
生
死
去
来
真
実
人
」
の
典
拠

さ
て
、
私
が
演
題
に
掲
げ
ま
し
た
「
生
死
去
来
真
実
人
」
は
、
本
学
の
創
設
者
で
あ
る
大
本
山
總
持
寺
を
開
か
れ
た
瑩
山
禅
師
の
お
言
葉

の
中
か
ら
採
っ
た
も
の
で
す
。
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
主
催
し
て
い
る
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
は
、

基
本
的
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
、学
祖
と
仰
ぐ
瑩
山
禅
師
の
禅
の
精
神
、禅
の
心
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、私
は
、

こ
の
お
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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二
、
仏
教
の
生
死
観

ま
ず
、
仏
教
に
お
け
る
基
本
的
な
生
し
ょ
う
じ
か
ん

死
観
―
最
近
は
死しせ
い
か
ん

生
観
と
い
う
言
い
方
を
す
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
意
味
で
す
―

に
つ
い
て
、代
表
的
な
教
説
を
取
り
上
げ
、大
づ
か
み
に
辿
っ
て
み
よ
う
と
思
い
、資
料
を
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
資
料
（
一
）
は
、『
ス
ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
』
と
い
う
、
経
典
と
し
て
も
っ
と
も
早
く
纏
め
上
げ
ら
れ
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
経
の
一
節
で
す
。
そ
の
中
に
人
の

命
の
短
さ
と
儚
さ
と
い
う
も
の
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
死
と
い
う
も
の
に
、
私
ど
も
が
ど
う
対
応
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
教
え

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、「
こ
れ
は
我
が
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
、
と
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
死
に
よ
っ
て

す
べ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、そ
の
こ
と
に
早
く
気
づ
い
て
、自
分
自
身
へ
の
と
ら
わ
れ
も
含
め
、自
分
の
も
の
と
考
え
て
い
る
、

そ
の
対
象
に
対
す
る
と
ら
わ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
、
安
ら
ぎ
、
安
穩
へ
と
繋
が
る
の
だ
、
と
い
う
思
想
で
す
。
さ
ら
に
、
無
常
と
い
う

こ
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
根
底
に
何
を
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

仏
教
の
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
誰
も
が
必
ず
死
を
む
か
え
る
と
い
う
、
生
の
無
常
に
も
と
づ
く
教
え
が
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
、
日

本
人
の
も
の
の
考
え
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
他
方
、
と
く
に
大
乗
仏
教
が
起
こ
っ
て
か
ら
、
こ
の
生
死
の
問

題
に
つ
い
て
の
深
い
哲
学
的
な
考
察
が
進
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

資
料
（
二
）
の
出
典
は
『
中
論
』
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
、
中
国
や
日
本
で
は
、
主
に
龍
樹
と
い
う
名
で

親
し
ま
れ
て
い
る
祖
師
で
す
が
、
そ
の
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
の
主
著
で
、
彼
の
中
心
思
想
が
表
明
さ
れ
た
論
書
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
資
料

に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
去
る
」
と
か
「
来
る
」
と
か
い
っ
た
概
念
が
丁
寧
に
吟
味
さ
れ
、
ま
た
、
生
死
に
関
し
て
は
、
第
二
十
節
で
「
生

死
は
涅
槃
と
如
何
な
る
差
別
も
無
い
」
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
「
生
死
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
原
語
は
「
サ
ン
サ
ー
ラ
」
で
、
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
た
訳
語
で
は
「
輪
廻
」
で
す
。
中
国

に
仏
教
が
伝
来
し
始
め
た
古
訳
の
時
代
、
こ
の
輪
廻
と
い
う
言
葉
が
訳
語
と
し
て
定
着
す
る
前
ま
で
は
、「
輪
廻
」
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
、

私
ど
も
は
遥
か
な
過
去
か
ら
生
ま
れ
変
わ
り
、
死
に
変
わ
り
し
て
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
ま
た
、
解
脱
を
し
な
い
限
り
、

そ
の
よ
う
な
生
存
が
続
く
と
い
う
見
方
が
、
主
に
「
生
死
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
写
し
取
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
（
鳩
摩
羅
什
、羅
什
）
訳
の
『
中
論
』
で
は
、「
世
の
中
」
を
意
味
す
る
「
世
間
」
と
い
う
訳
語
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。「
涅
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槃
」
と
の
対
応
で
、「
サ
ン
サ
ー
ラ
」
が
「
世
間
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
あ
た
り
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

と
も
か
く
、
こ
の
『
中
論
』
で
は
、
輪
廻
す
る
世
界
、
生
死
を
繰
り
返
す
無
常
の
世
界
と
、
解
脱
に
よ
っ
て
到
達
す
る
永
遠
の
涅
槃
の

世
界
と
の
間
に
は
、
ど
ん
な
区
別
も
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
「
空
」
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
に
基
づ
い
て
お
り
、
空
で

あ
る
が
故
に
、
両
者
の
間
に
は
何
の
差
別
も
な
い
、
概
念
的
に
違
う
も
の
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
す
。
大
乗
仏
教

に
な
る
と
、
こ
う
い
う
究
明
の
仕
方
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
生
死
即
涅
槃
」（
生
死
が
そ
の
ま

ま
涅
槃
で
あ
る
）
の
思
想
は
、
こ
こ
に
根
拠
を
置
い
て
お
り
ま
す
。

　
　
三
、
禅
宗
に
お
け
る
生
死
観

こ
う
い
っ
た
イ
ン
ド
仏
教
で
表
明
さ
れ
た
二
種
類
の
生
死
観
を
受
容
し
な
が
ら
、
中
国
や
日
本
の
仏
教
思
想
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
す
。

大
雑
把
に
い
え
ば
、
そ
の
大
き
な
流
れ
の
一
つ
が
、
禅
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
追
加
で
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
資
料
（
四
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
の
中
に
、
生
死
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
瑩
山
禅
師
の

思
想
と
関
連
さ
せ
て
、『
圜
悟
禅
師
語
録
』
と
か
、
趙
州
禅
師
の
話
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
が
、
中
国
の
禅
宗
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
、
表
明
さ
れ
た
代
表
的
な
生
死
観
で
、
圜
悟
禅
師
に
つ
い
て
は
後
に
少
し
触
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
の
禅
宗
の
中
で

ま
た
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
て
き
ま
す
。

ま
ず
、
日
本
曹
洞
宗
の
初
祖
と
さ
れ
る
道
元
禅
師
の
無
常
や
生
死
に
関
す
る
お
考
え
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
資
料
（
三
）

に
あ
げ
て
あ
り
ま
す
の
は
、
生
死
と
因
果
と
の
関
わ
り
の
問
題
で
す
。
因
と
果
と
い
う
の
は
、
仏
教
は
、
広
い
意
味
で
は
因
果
の
思
想
で

あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
今
は
、
因
果
と
い
い
ま
す
と
、
自
然
科
学
的
な
意
味
に
お
け
る
原
因
と
結
果
の
こ
と
を
指
す
と
、
一
般
的
に
は

理
解
さ
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、仏
教
で
ふ
つ
う
「
因
果
」
と
い
え
ば
、私
ど
も
の
行
な
い
に
関
わ
る
原
因
と
結
果
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

行
動
す
る
こ
と
、
発
言
す
る
こ
と
、
心
の
中
で
思
う
こ
と
、
そ
れ
ら
全
て
の
行
な
い
は
、
何
か
原
因
が
あ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
行
い
が
元
と
な
っ
て
あ
る
結
果
が
生
じ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
因
果
の
思
想
の
一
つ
の
焦
点
が
、
生
と
死
の
問
題
で
ご

ざ
い
ま
す
。
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四
、
道
元
禅
師
の
因
果
の
見
方

資
料
（
三
）
の
①
と
②
で
上
げ
て
お
り
ま
す
の
は
、
野のぎ
つ
ね狐

の
お
話
で
す
。
過
去
の
世
で
、
ま
ち
が
っ
た
教
え
を
説
い
た
た
め
に
、
そ
の

因
果
に
よ
っ
て
野
狐
に
な
っ
た
老
人
（
も
と
住
職
の
僧
）
が
お
り
、
そ
の
老
人
が
野
狐
の
身
か
ら
離
れ
さ
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
禅
師
に
願

い
出
る
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
の
禅
師
が
ど
う
振
舞
い
、
何
を
説
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
題
材
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ

の
話
の
中
心
的
な
問
題
は
、「
悟
っ
た
人
は
、
因
果
に
落
ち
る
の
か
落
ち
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、七
十
五
巻
本
と
い
う
、最
初
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
は
、道
元
禅
師
は
「
因
果
に
落
ち
な
い
」（
不

洛
因
果
）
と
い
う
の
も
、「
因
果
を
く
ら
ま
さ
な
い
」（
不
昧
因
果
）、
す
な
わ
ち
、
因
果
の
通
り
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
に

も
道
理
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
ご
自
身
で
纏
め
ら
れ
は
じ
め
、
未
完
成
に
終
わ
っ
た
十
二
巻

本
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
深
信
因
果
」
の
巻
で
は
、
は
っ
き
り
と
、「
因
果
を
く
ら
ま
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
正
し
い
因
果
の
捉

え
方
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
因
果
の
世
界
を
私
ど
も
は
そ
の
ま
ま
深
く
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
こ
そ
仏
道
の
根
幹
が

あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
道
元
禅
師
の
生
死
観
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
ま
す
。

　
　
五
、「
生
死
」
の
巻
の
思
想

ま
た
、
道
元
禅
師
の
生
死
の
思
想
と
し
て
、
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
生
死
」
の
巻
に
出
て
く
る
も

の
で
す
。
そ
の
一
部
は
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
『
修
証
義
』
の
中
に
も
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
と
て
も
親
し
み
や
す
い
教
え
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
巻
に
は
偽
撰
説
も
あ
り
、
道
元
禅
師
が
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
慎
重
な
扱
い
が
必
要
で
し
ょ
う
。
私
も
、
部
分
的
に
は
そ

の
ま
ま
道
元
禅
師
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
少
し
そ
の
内
容
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
最
初
の
と
こ
ろ
に
、「
生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
生
死
な
し
。
又
云
く
、

生
死
の
中
に
仏
な
け
れ
ば
生
死
に
ま
ど
わ
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
前
の
文
は
、『
修
証
義
』
の
冒
頭
に
取
り
込
ま
れ
た
言
葉
で

す
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
後
の
文
と
一
対
で
、
生
死
の
問
題
を
両
面
か
ら
説
か
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
三
段
目
の
真
ん
中
ぐ
ら
い
に
「
生
よ
り
死
に
う
つ
る
と
心
う
る
は
、
こ
れ
あ
や
ま
り
な
り
」
と
出
て
き
ま
す
。
生
か
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ら
死
へ
移
る
と
い
う
捉
え
方
、
つ
ま
り
、
一
つ
の
直
線
の
上
を
行
く
よ
う
に
、
生
か
ら
死
へ
移
動
し
て
し
ま
う
と
す
る
考
え
は
間
違
い
で

あ
る
と
さ
れ
、
次
い
で
、「
生
は
ひ
と
と
き
の
く
ら
ゐ
に
て
、
す
で
に
さ
き
あ
り
、
の
ち
あ
り
」
云
々
と
、
生
は
生
で
独
立
し
て
い
る
、

死
は
死
で
独
立
し
て
い
る
、
そ
の
独
立
性
の
中
に
先
も
後
も
あ
る
、
と
い
う
捉
え
方
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

因
み
に
、『
正
法
眼
蔵
』
の
他
の
巻
で
道
元
禅
師
は
、
例
え
ば
季
節
の
変
化
に
つ
い
て
、「
春
が
過
ぎ
て
夏
が
来
た
」
と
か
「
い
つ
の
間

に
か
夏
に
な
っ
た
」
と
は
い
う
け
れ
ど
も
、「
春
が
夏
に
な
る
」
と
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、「
生
が
死
に
な
る
」
と
は
い
え

な
い
の
だ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
生
は
生
、
死
は
死
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
的
で
、
深
い
意
味
が
あ
る
と
捉

え
る
の
が
禅
の
立
場
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
ち
ら
の
方
が
今
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
次
の
段
落
に
「
こ
の
生
死
は
す
な
は
ち
仏
の
御
い
の

ち
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
仏
の
い
の
ち
と
し
て
生
死
を
受
け
止
め
、
ま
る
ご
と
生
も
死
も
仏
の
い
の
ち
の
展
開
、
現
成
で
あ
る
と
受
け
取

ら
れ
る
、
そ
れ
が
生
死
の
実
相
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
そ
う
い
う
真
実
に
安
ら
ぐ
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
た
だ
わ
が
身
を
も
心
を
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
」
と
か
、「
も
ろ
も
ろ
の

悪
を
つ
く
ら
ず
、
生
死
に
著
す
る
こ
ゝ
ろ
な
く
、
一
切
の
衆
生
の
た
め
に
、
あ
は
れ
み
ふ
か
く
し
て
」
と
出
て
き
ま
す
。
生
と
死
の
本
質

に
つ
い
て
の
、
少
な
く
と
も
道
元
禅
師
を
祖
と
仰
ぐ
日
本
曹
洞
宗
に
お
け
る
代
表
的
な
見
方
の
一
つ
が
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
六
、「
生
死
去
来
真
実
人
」
が
意
味
す
る
も
の

で
は
、
上
述
し
た
道
元
禅
師
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
瑩
山
禅
師
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
説
き
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

資
料（
四
）の
①
に
挙
げ
て
い
ま
す
よ
う
に
、「
生
死
去
来
真
実
人
」と
い
う
言
葉
を
含
む
教
説
が『
坐
禅
用
心
記
』に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
身
心
論
、
身
心
の
成
り
立
ち
の
問
題
か
ら
論
に
入
っ
て
い
か
れ
て
い
ま
す
ね
。「
生
死
去
来
真
実
の
人
、
四
大
五
蘊
不
壊
身
」

と
い
う
言
葉
が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
は
、『
碧
巖
録
』
の
著
者
と
し
て
有
名
な
圜
悟
克
勤
禅
師
の
「
生
死
去
来
、
真
実
人
軆
」
と
い
う
説
示

に
基
づ
く
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
人
が
生
ま
れ
変
わ
り
、
死
に
変
わ
り
し
て
い
く
と
い
う
生
死
・
輪
廻
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
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実
は
究
極
の
真
実
の
現
れ
で
あ
る
、
生
死
・
輪
廻
の
す
が
た
を
抜
き
に
し
て
私
ど
も
人
間
の
あ
り
よ
う
は
な
い
、
そ
れ
は
、
人
と
い
う
存

在
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
表
す
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
な
お
、
圜
悟
禅
師
は
こ
の
ほ
か
に
、
道
元
禅
師
も
高
く
評
価
し
、
引

用
さ
れ
る
、「
生
も
真
実
の
は
た
ら
き
の
す
べ
て
が
具
現
し
た
も
の
、
死
も
真
実
の
は
た
ら
き
の
す
べ
て
が
具
現
し
た
も
の
」（
生
也
全
機

現
、
死
也
全
機
現
）
と
い
う
言
葉
も
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、瑩
山
禅
師
は
、こ
の
言
葉
に
依
り
な
が
ら
、「
生
死
去
来
真
実
人
」と
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
後
句
か
ら
文
末
の「
軆
」の
語
を
抜
き
、

「
真
実
の
人
」
と
言
い
換
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
句
作
り
の
関
係
で
、
八
字
の
言
葉
を
七
字
に
直
し
た
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
、
生
き
生
き
と
し
た
現
実
の
私
た
ち
の
あ
り
よ
う
、「
生
死
去
来
」
の
す

が
た
そ
の
も
の
の
中
に
、
ま
る
ご
と
真
実
の
世
界
が
実
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
そ
う
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
ね
。
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
考
え
ま
す
と
、「
私
」
と
い
う
存
在
を
前
提
に
し
て
、
向
こ
う
側
に
生
と
死
の
問
題
を
置
き
、
自
己
、

あ
る
い
は
自
我
が
そ
れ
に
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
自
体
が
全
く
間
違
い
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

瑩
山
禅
師
は
、
こ
う
い
う
、
真
実
の
自
己
と
生
死
と
の
完
全
に
一
体
的
な
捉
え
方
を
ま
こ
と
に
率
直
に
打
ち
出
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
思
う
に
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
が
大
悲
の
心
、
同
悲
の
心
で
あ
り
、
そ
の
心
を
作
り
上
げ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
を
現
成
し
て
い
る
の
が
坐
禅
、
只
管
打
座
の
坐
禅
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　
お
わ
り
に

後
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
ま
た
補
足
的
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
こ
と
を
申
し
上

げ
、
終
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


