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高
野
山
を
開
か
れ
た
お
大
師
さ
ま
は
六
十
二
歳
の
と
き
、
ご
入
定

な
さ
い
ま
し
た
。
お
大
師
さ
ま
に
限
っ
て
、
ご
入
定
と
申
し
ま
す
。
お

大
師
さ
ま
は
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で
は
な

く
、
今
も
生
き
て
我
々
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
、
生
き
て
我
々
を
救
っ
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
ご
人
定
と
い
う
言
葉
を

使
う
の
で
す
。
お
大
師
さ
ま
は
そ
の
み
心
を
、

高
野
山
萬
燈
会
の
願
文
の
中
で
こ
の
よ
う
に
申

さ
れ
て
い
ま
す
。
「
虚
空
尽
き
、
衆
生
尽
き
、

涅
槃
尽
き
な
ば
、
我
が
願
い
も
尽
き
な
ん
」 

こ
れ
は
、
こ
の
世
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
生

き
と
し
生
け
る
者
が
す
べ
て
い
な
く
な
っ
て
し

ま
い
、
仏
さ
ま
の
い
ら
っ
し
や
る
お
浄
土
も
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
は
私
の
願
い
も
尽
き

て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
こ
の
世
が
あ
る
限
り
、

生
き
と
し
生
け
る
者
が
い
る
限
り
、
私
の
願
い

は
尽
き
る
こ
と
な
く
人
々
を
守
り
、
悩
み
苦
し

む
者
を
救
い
続
け
ま
す
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

世
の
中
の
災
い
を
取
り
除
き
悩
み
苦
し
む
者
を
救
い
、
こ
の
世
を
仏

さ
ま
の
お
浄
土
と
す
る
た
め
、
お
大
師
さ
ま
は
そ
の
教
え
を
求
め
中
国

へ
渡
ら
れ
、
密
教
を
学
び
、
日
本
に
戻
っ
て
真
言
宗
を
開
か
れ
ま
し

た
。 

真
言
宗
の
教
え
は
、
ま
ず
「
即
身
成
仏
」
、
こ
の
身
こ
の
ま
ま

で
仏
さ
ま
に
な
る
こ
と
。
そ
し
て
「
済
世
利
人
」
、
悩
み
苦
し
む
者
を

救
い
人
々
に
利
益
を
施
し
、
こ
の
世
を
救
う
こ
と
。
そ
し
て
「
密
厳
仏

国
の
完
成
」
、
す
べ
て
の
人
が
仏
さ
ま
に
な
り
、
こ
の
世
を
仏
さ
ま
の

お
浄
土
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
お
大
師
さ
ま
は
日
本
全
国
を

歩
か
れ
、
高
野
山
を
開
き
、
讃
岐
の
国
、
今
の
香
川
県
に
は
満
濃
池
を

つ
く
り
、
四
国
に
は
八
十
八
ヵ
所
霊
場
を
開
き
、
京
都
に
は
ど
の
よ
う

な
人
で
も
入
る
こ
と
が
で
き
、
学
費
も
無
料
の
学
校
、
綜

芸
種
智
院
を
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。  

 

お
大
師
さ
ま
ご
入
定
か
ら
ハ
十
六
年
過
ぎ
た
あ
る
夜
、

醍
醐
天
皇
の
夢
枕
に
立
た
れ
、
「
高
野
山 

結
ぶ
庵
に
袖

朽
ち
て
苔
の
下
に
ぞ
有
明
の
月
」
と
い
う
歌
を
詠
ま
れ
た

そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
今
も
衣
の
袖
が
ぽ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る

ま
で
全
国
を
歩
き
、
月
の
光
の
よ
う
に
悩
み
苦
し
む
者
を

照
ら
し
救
っ
て
い
ま
す
、
と
い
う
意
味
で
す
。 

 
 

天
皇
は
非
常
に
感
激
し
、
せ
め
て
衣
だ
け
で
も
新
し
い

も
の
を
着
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
、
衣
と
一
緒
に
弘
法

大
師
と
い
う
名
前
を
贈
っ
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
衣
を
持

ち
、
大
師
号
の
報
告
に
高
野
山
に
登
ら
れ
た
京
都
の
東
寺

の
住
職
で
あ
り
ま
し
た
観
賢
僧
正
か
ら
「
南
無
大
師
遍
照

金
剛
」
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
以
来
、
私
た
ち
真
言
宗
で

は
南
無
大
師
遍
照
金
剛
を
ご
宝
号
と
し
て
唱
え
て
い
ま

す
。  

「
南
無
」
は
、
自
分
が
最
も
大
切
に
し
て
い
る
こ
の
命
を
三
宝

に
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
で
、
命
が
け
で
仏
さ
ま
と
、
仏
さ
ま
の

教
え
と
、
そ
の
教
え
を
実
践
す
る
人
々
を
信
仰
し
、
自
分
も
少

し
で
も
仏
さ
ま
に
近
づ
こ
う
と
す
る
心
を
持
つ
こ
と
で
す
。 

 

「
大
師
」
は
、
日
本
の
仏
教
の
歴
史
で
、
大
師
号
を
贈
ら
れ

た
方
は
延
ベ
二
十
四
人
い
ま
す
。
一
番
目
は
天
台
宗
を
開
か
れ

た
最
澄
さ
ま
が
伝
教
大
師
を
、
そ
し
て
最
澄
さ
ま

の
お
弟
子
さ
ん
の
円
仁
さ
ま
が
慈
覚
大
師
を
、
三

人
目
に
空
海
さ
ま
が
弘
法
大
師
を
贈
ら
れ
ま
し

た
。
お
大
師
さ
ま
と
言
え
ば
弘
法
大
師
さ
ま
を
言

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
ご
宝
号
の
中
に

大
師
と
い
う
二
文
字
が
入
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
遍
照
金
剛
」
で
す
が
、
遍
照
と
は
、
太
陽
が

す
べ
て
の
も
の
を
平
等
に
照
ら
す
よ
う
に
、
す
べ

て
の
も
の
を
遍
く
照
ら
す
仏
さ
ま
の
大
慈
悲
の
心

を
表
す
言
葉
で
す
。
金
剛
は
、
私
た
ち
の
煩
悩
を

打
ち
破
る
仏
さ
ま
の
知
恵
を
表
し
、
仏
さ
ま
の
知

恵
は
永
遠
に
壊
れ
る
こ
と
の
な
い
金
剛
石
の
ご
と

く
で
あ
り
ま
す
の
で
、
金
剛
の
二
文
字
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
知
恵
の

光
を
、
慈
悲
の
心
で
す
べ
て
の
者
に
平
等
に
照
ら

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

お
大
師
さ
ま
が
中
国
に
渡
り
、
密
教
を
学
ぶ
た

め
師
匠
と
な
る
恵
果
和
尚
を
訪
ね
た
と
き
、
和
尚

は
お
大
師
さ
ま
を
一
目
見
る
な
り
「
あ
な
た
が
来
る
の
を
長
い

こ
と
待
っ
て
い
た
。
今
日
、
会
え
て
た
い
へ
ん
嬉
し
い
。
私
の

命
は
も
う
す
ぐ
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
な
た
に
密
教
の
す

べ
て
を
伝
え
た
い
」
と
言
わ
れ
、
お
大
師
さ
ま
を
弟
子
と
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
の
潅
頂
と
い
う
儀
式
の
と
き
、
曼
荼
羅

の
上
に
投
げ
た
花
が
大
日
如
来
の
上
に
落
ち
、
そ
れ
を
見
た
恵

果
和
尚
が
「
遍
照
金
剛
」
の
名
を
贈
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。 

 

南
無
大
師
遍
照
金
剛 

 

道
を
学
ん
で
利
を
謀は

か

ら
ず 

  

●
●
● 

学
問
は
世
の
中
の
役
に
立
つ
人
間
に
な
る
た
め
に
す
る
の
で 

 
 
 
 

あ
っ
て
、
金
儲
け
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
い 

  

弘
法
さ
ん
は
、
一
所
懸
命
に
勉
強
し
て
い
る
一
般
の
学
生
を
見
る
に

つ
け
、
考
え
た
の
で
す
。 

 

〈
こ
ん
な
に
勉
強
し
て
卒
業
し
て
も
、
全
員
の
就
職
先
は
役
所
だ
。

と
こ
ろ
が
役
人
を
見
渡
し
て
も
、
み
ん
な
己
れ
の
地
位
や
名
誉
を
上
げ

る
た
め
に
、
日
夜
汲
々
と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。 

 

よ
う
や
く
地
位
が
上
が
っ
て
も
、
天
皇
が
変
わ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
ク

ビ
で
は
な
い
か
。 

 

人
間
が
ど
ん
な
に
財
産
を
積
ん
で
も
、
位
が
ど
ん
な
に
上
が
っ
て

も
、
ど
ん
な
名
誉
に
輝
い
て
も
、
ど
ん
な
権
力
を
手
に
入
れ
て
も
、
死

ん
で
し
ま
え
ば
な
に
も
残
ら
な
い
で
は
な
い
か
。 

 

こ
ん
な
こ
と
の
た
め
に
学
問
を
す
る
の
な
ら
、
ぼ
く
は
辞
め
だ
。 

 

独
学
で
も
い
い
、
世
の
中
の
す
べ
て
の
人
び
と
の
幸
せ
の
た
め
に
、

大
宇
宙
の
法
則
で
あ
る
「
道
理
」
と
や
ら
を
研
究
す
る
ぞ
！
〉 

 

と
、
決
心
し
た
弘
法
さ
ん
は
、
十
九
歳
の
若
さ
で
大
学
を
中
退
し
、

そ
の
ま
ま
近
畿
や
四
国
の
山
中
に
分
け
入
り
、
山
嶽
修
行
を
し
な
が

ら
、
ひ
た
す
ら
「
人
間
の
心
」
に
つ
い
て
深
く
探
究
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。   

空
海
の
こ
と
ば
よ
り 

空 

海 

の 

言 

葉

空 

海 

の 

言 

葉 
 

 
 

シ
リ
ー
ズ 

シ
リ
ー
ズ   

仏教が生んだ日本語 

 往生 （おうじょう） 
 たちどまる／立往生／往生際／閉
口／進退極まる。 
 この世を去って、あの世に生まれ
変わることを指すが、間違っても人
間死にぎわまで「往生際が悪い」と
言われたくはなく、また野たれ死で
なく、家族に看取られて、惜しい人
が逝ったと言われる「大往生」をと
げたいものである。 
 
 ＝語 源＝ 
 もともとは、あの世が地獄でも
「往生」といわれていたが、浄土教
が、一般に広まり始めて「往生」と
いえば、阿弥陀如来の極楽浄土をさ
すようになった。 


