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『
幽
鳥
弄
真
如
』

間
を
救
う
の
は
、
人
間
だ
」
こ
れ
は
、
日
本
赤
十
字
社
が
提
唱
し
て
い

る
言
葉
で
す
。
そ
の
通
り
で
す
。
し
か
し
、こ
の
言
葉
の
裏
側
に
は
「
人

を
苦
し
め
る
の
も
人
だ
」
と
い
う
こ
と
も
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
言
葉
に
は
、
人
が
人
を
苦
し
め
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
祈
り
も
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
赤
十
字

の
原
則
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
人
道
」
で
す
。「
人
道
」
と
は
、
人
々

の
命
と
健
康
を
守
り
、
人
の
心
身
の
苦
し
み
を
予
防
・
軽
減
し
、
人
間
と
し
て

の
尊
厳
を
確
保
す
る
こ
と
で
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ス
ー
ダ
ン
等
々
で
起
き
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
近
頃
盛
ん
に
「
人
道
危
機
」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
人
間
の
四
つ
の
弱
点
で
あ
る「
利
己
心
」「
無
関
心
」「
想
像
力
の
欠
如
」

「
認
識
不
足
」が「
人
道
」の
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、

こ
の
四
つ
の
こ
と
こ
そ
が
、
人
が
人
を
苦
し
め
る
源
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ

ま
す
。
私
は
、
傍
か
ら
見
る
と
一
風
変
わ
っ
て
見
え
る
よ
う
で
す
。
自
分
と
し

て
は
、
ご
く
普
通
ご
く
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、
今
考
え
れ
ば
、
そ
の
為
に
い

わ
れ
な
く
嫌
わ
れ
た
り
疎
外
さ
れ
た
り
し
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
余
り
他
人
の
感
想
や
評
価
・
誹
り
に
頓
着
し
な
い
質
な
の
で
、今
頃
に
な
っ

て
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
出
す
の
で
す
が
、
反
面
、
自
分
の

来
し
方
を
考
え
て
み
る
に
、
己
に
も
他
者
を
良
く
理
解
し
よ
う
と
も
せ
ず
に
、

毛
嫌
い
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い
当
た
る
の
で
す
。
自
然
災
害
等
で
人

が
傷
付
け
ら
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
人
を
も
っ
と
深
く

傷
付
け
る
の
は
人
間
で
す
。
し
か
し
、
人
を
励
ま
し
、
慰
め
、
手
助
け
を
し
て
、

ど
ん
底
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
の
も
ま
た
、
人
間
な
の
で
す
。
自
然
の
全
て
に
意

味
が
あ
る
様
に
、
国
を
越
え
民
族
を
越
え
、
思
想
を
越
え
、
宗
教
を
越
え
、
人

種
を
越
え
、
年
齢
を
越
え
、
男
女
を
越
え
た
全
て
の
人
々
に
、
生
き
る
意
味
が

あ
る
こ
と
を
「
古
松
談
般
若　

幽
鳥
弄
真
如
」
の
言
葉
が
、
今
に
伝
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

鳩
や
ら
雀
が
、
拙
宅
の
狭
い
庭
に
飛
ん
で
来
て
糞
を
落
と
し
、
金
木
犀

や
八
つ
手
の
葉
を
汚
し
て
行
く
の
で
、
１
週
間
に
一
度
く
ら
い
は
、
汚

れ
た
葉
っ
ぱ
を
、仕
方
が
無
い
な
と
思
い
な
が
ら
水
拭
き
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

春
に
な
る
と
金
木
犀
は
、枯
葉
を
沢
山
落
と
し
ま
す
。
冬
に
茂
っ
て
い
た
葉
が
、

そ
の
役
目
を
終
え
て
新
し
い
葉
と
交
代
。
春
先
か
ら
初
夏
に
か
け
て
我
が
家
の

庭
は
、
掃
い
て
も
掃
い
て
も
、
金
木
犀
の
枯
葉
が
散
乱
す
る
の
で
す
。
庭
に
自

然
に
生
え
る
無
用
な
草
は
小
ま
め
に
抜
き
ま
す
が
、
そ
の
反
面
、
こ
の
草
々
に

も
生
え
る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
と
感
じ
る
の
で
す
。猫
額
の
小
さ
な
庭
で
す
が
、

無
心
に
庭
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
草
木
や
鳥
が
私
の
心
に
、
色
々
な
こ
と
を
語

り
か
け
て
く
れ
る
気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
、
心
を
無
に
し
て
ひ
た
す
ら
行
う
庭

仕
事
に
、
私
は
僧
侶
の
作
務
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
す
。

語
に
「
古
松
談
般
若　

幽
鳥
弄
真
如　
（
こ
し
ょ
う
は　

は
ん
に
ゃ
を

だ
ん
じ　

ゆ
う
ち
ょ
う
は　

し
ん
に
ょ
を
ろ
う
す
る
）」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
古
い
松
は
黙
し
て
語
ら
ず
、
た
だ
た
だ
無
為
に
年
輪
を
刻
ん
で

い
る
よ
う
に
、
人
は
思
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
幽
鳥
は
遊
鳥
に
通
じ
、

た
だ
意
味
も
無
く
遊
び
回
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
で
し
ょ
う
が
、『
そ
の
松

の
緑
や
苔
生
し
た
幹
の
姿
、
鳥
の
鳴
き
声
や
羽
ば
た
き
の
音
、
そ
れ
ら
の
全
て

に
宇
宙
万
物
に
通
じ
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
松
も
鳥
を
も
包
括

す
る
森
羅
万
象
に
常
日
頃
か
ら
心
せ
よ
。
そ
こ
に
般
若
が
あ
り
真
如
が
あ
る
』

そ
の
よ
う
な
意
味
が
こ
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
世
の
中
に
存
在
す
る
も
の
全
て
に
は
、
真
実
に
通
じ
る
何
ら
か
の
意
味
が
あ

る
。
自
然
の
営
み
を
侮
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
心
せ
よ
。
そ
う
教
え
て
く
れ
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
の
で
す
。
そ
し
て
顧
み
る
に
、
自
然
の
一
端
で
あ
る
人

間
、
つ
ま
り
私
達
一
人
一
人
が
此
処
に
存
在
す
る
こ
と
に
も
、
深
い
も
の
が
あ

る
と
今
更
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

山禅

「
人


