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　「
生
死
の
問
題
こ
そ
、
仏
教
の
基
本
的
な
命
題
だ
と
い
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
釈
迦
牟
尼
世
尊
も
実
に
こ
の

生
死
の
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
山
へ
入
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　『
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
』
と
い
う
言

葉
が
あ
る
が
『
未
だ
死
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
生
を
知
ら
ん
』

と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
真
に
死
を
直
視
し
、

死
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
生
の
価
値
も
理
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。」

『
法
句
経
　
真
理
の
こ
と
ば
』
山
田
無
文
老
師
　
春
秋
社

お
寺
の
掲
示
板

　
「
出
演
し
ま
し
た
」

　
去
る
10
月
21
日
〜
25
日
の
５
日
間
、
松
本
紹
圭
さ
ん

の
ポ
ッ
ド
キ
ャ
ス
番
組
「
テ
ン
プ
ル
・
モ
ー
ニ
ン
グ
・

ラ
ジ
オ
」
に
出
演
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　
各
15
〜
20
分
程
度
、
小
僧
時
代
の
出
来
事
か
ら
、
今

後
の
仏
教
や
お
寺
に
つ
い
て
ま
で
、
こ
れ
ま
で
住
職
が

感
じ
て
き
た
事
や
今
考
え
て
い
る
事
柄
を
、
色
々
と
お

話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　
お
聞
き
に
な
り
た
い
方
は
、「Spotify

」
な
ど
の
ポ

ッ
ド
キ
ャ
ス
ト
ア
プ
リ
で
「
松
本
紹
圭
」
を
検
索
し
て

頂
く
か
、YouTube

で
も
「
テ
ン
プ
ル
モ
ー
ニ
ン
グ

ラ
ジ
オ
」
で
検
索
し
て
頂
く
と
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
見
つ

け
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
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ず
く
ん



　
珍
し
く
葬
儀
が
続
き
、
会
報
の
発
行

が
遅
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
際
、

当
山
で
行
っ
て
い
る
葬
儀
の
内
容
に
つ

い
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
当
山
に
限
ら
ず
、
臨
済
宗
の
葬
儀
は
、

概
ね
次
の
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
前
半
は
「
剃
髪
偈
〜
懺
悔
文
〜
三
帰

戒
」
な
ど
の
授
戒
作
法
で
す
。
授
戒
と
は
、

仏
弟
子
と
な
っ
て
戒
律
を
授
か
る
こ
と

で
、
本
来
は
生
前
に
行
う
べ
き
も
の
で

す
が
、
授
戒
会
に
は
な
か
な
か
巡
り
会

え
な
い
の
で
、
実
際
に
は
殆
ど
の
方
が

お
葬
式
で
授
戒
し
て
い
ま
す
。

　
先
ず
『
剃
髪
偈
』
を
唱
え
な
が
ら
髪

や
鬚
を
剃
る
と
共
に
煩
悩
を
離
れ
る
こ

と
を
願
い
、『
懺
悔
文
』
を
唱
え
て
こ
れ

ま
で
の
行
い
を
反
省
し
ま
す
。
そ
し
て

あ
ら
た
め
て
『
三
帰
戒
』
を
お
唱
え
し
、

仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
を
誓

い
ま
す
。
こ
の
時
に
授
か
る
の
が「
戒
名
」

で
、
こ
こ
ま
で
の
流
れ
は
死
者
も
生
者

も
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
後
、
葬
儀
の
場
合
は
棺
を
閉
ざ

す
鎖
龕
仏
事
と
棺
を
運
び
出
す
起
龕
仏

事
を
行
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
地
域
に

よ
っ
て
様
々
で
す
が
、
高
松
の
臨
済
宗

寺
院
で
は
同
時
に
行
っ
て
い
ま
す
。
近

年
は
導
師
一
人
の
葬
儀
が
殆
ど
で
す
が
、

以
前
は
こ
の
時
に
役
僧
さ
ん
が
鉢
や
太

鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
昔
、

墓
地
ま
で
棺
を
担
い
で
行
列
す
る
際
、

鼓
鉢
を
打
ち
鳴
ら
し
て
い
た
こ
と
の
名

残
で
す
。

　
後
半
は
導
師
に
よ
る
「
引
導
」
で
す
。

「
引
導
を
渡
す
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ

う
に
、
今
で
は
死
者
を
導
く
教
え
、
転

じ
て
最
後
通
告
と
い
う
風
に
受
け
取
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
元
は
「
誘
引
開
導
」

が
縮
ま
っ
た
言
葉
で
、
死
者
・
生
者
の

別
な
く
正
し
い
教
え
に
導
く
意
味
で
す
。

　
大
愛
道
比
丘
尼
が
亡
く
な
っ
た
際
、

釈
尊
が
人
生
無
常
の
教
え
を
説
い
た

『
増
一
阿
含
経
』
の
故
事
も
あ
り
ま
す
が
、

中
村
元
の
『
佛
教
語
大
辞
典
』
で
は
、

唐
代
の
百
丈
禅
師
や
黄
檗
禅
師
か
ら
は

じ
ま
る
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
死
者
に
対
す
る
引
導
は
真
宗

以
外
の
各
宗
派
で
行
わ
れ
て
い
て
、
そ

の
内
容
は
宗
派
に
よ
っ
て
異
な
る
様
で

す
が
、
禅
宗
で
は
古
来
よ
り
「
法
語
・

香
語
」
と
呼
ば
れ
る
漢
詩
形
式
で
教
え

を
唱
え
、
お
香
を
供
え
ま
す
。

　
葬
儀
の
宗
教
的
意
義
と
し
て
は
こ
の

「
引
導
法
語
」
が
最
も
重
要
な
部
分
で
、

そ
の
形
式
は
七
言
絶
句
・
八
字
称
・
四

六
文
・
漫
句
・
落
句
か
ら
な
り
ま
す
。

形
式
だ
け
で
な
く
、
禅
や
仏
教
の
教
え

も
踏
ま
え
つ
つ
、
季
節
や
故
人
の
お
人

柄
に
相
応
し
い
法
語
を
作
る
の
は
な
か

な
か
大
変
な
の
で
す
が
、
現
住
職
は
就

任
以
来
、
故
人
一
人
一
人
に
そ
れ
ぞ
れ

の
法
語
を
作
成
し
、
又
八
年
前
よ
り
ご

遺
族
に
も
配
布
し
説
明
し
て
来
ま
し
た
。

　
地
味
で
す
が
、
法
語
を
自
作
し
な
い

（
出
来
な
い
）
僧
侶
が
殆
ど
の
昨
今
、
こ

う
し
た
葬
儀
に
対
す
る
真
摯
な
取
り
組

み
は
、
他
に
類
を
見
な
い
と
思
い
ま
す
。

　「
当
山
の
お
葬
式
に
つ
い
て
」
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