
砥園精舎の鐘の声に無常偶を聞く

二

)

｢砥
園
精
舎
の
鐘
の
声
､
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
O
婆
羅
双

樹
の
花
の
色
､
盛
者
必
衰
の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
わ
す
｡
お
ご

れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
'
只
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
｡
た
け

き
者
も
遂
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
.
偏
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ
.
J

『
平
家
物
語
巻
第

一
㌧
砥
園
精
舎
』

今
日
も
な
お
多
く
の
日
本
人
が
語
ん
じ
て
い
る
こ
の
『平
家
物

吉

水

千

鶴

子

語
』
冒
頭
の
一
節
は
､
砥
圃
精
舎
の
伽
藍
図
を
説
明
し
た

『蔵
園

図
経
』
と
い
う
経
典
の
伝
承
に
も
と
づ
い
て
い
る
｡
｢砥
園
精
舎
｣

は

｢ア
ナ
-
タ
ピ
ン
デ
イ
カ
が
ジ

ュ
ー
タ
の
園
に
建
て
た
精
舎
｣

(砥
樹
給
孤
独
園
精
舎
)
を
指
し
へ
当
時
の
大
国
で
あ
っ
た
コ
-

サ
ラ
国
の
首
都
サ
ー
ヴ
ア
ツ
テ
ィ
ー

(シ
ユ
ラ
ー
ヴ
ア
ス
テ
ィ
-
､

舎
衛
城
)
郊
外
に
あ
り
､
現
在
の
北
イ
ン
ド
､
サ
へ
-
ト

･
マ
ヘ

-
ト
に
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
｡
イ
ン
ド
で
は
'
雨
季
に
な
る

と
草
木
､
虫
な
ど
を
踏
み
殺
す
こ
と
が
多
い
と
し
て
修
行
者
た
ち

は
雨
季
を

1
箇
所
に
定
住
し
て
過
ご
す
Q
プ
ツ
ダ
は
弟
子
た
ち
と

と
も
に
､
こ
こ
砥
園
精
舎
で
最
も
多
く
の
雨
季
を
過
ご
し
た
と
伝
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えられ､事実､初期仏典には｢ブツダが砥園精舎におられたとき｣という場面設定が多い｡サーヴアツティーの長者スダツタまたの名をアナ-タピンデイカ(給孤独'孤独な人に食を給する人という意味)が､王子であったジエータから譲りうけた土地に､住居を建ててブツダとその弟子たちに提供したので､このような名前となった｡この砥園精舎に鐘があったかどうかはわからない｡砥園精舎の遺跡から直径四センチばかりの風鐸が発掘されたという報告があるが､『砥固図経』のインド原典は現存せずへ中国撰述である可能性が強いので､中国人の想像であるかもしれない10砥園精舎には'無常堂という名の堂があり､四隅に頗梨(はり､水晶)の鐘がついていたoその鐘の音は諸行無常の偽となって響き､病気の僧の苦しみを癒し'極楽浄土へ生まれんと願わせるという2｡この話は'念仏往生を説く浄土教のさきがけとなった平安時代の僧､源信の『往生要集』の青蓮院写本に言及があり｡､これをとおして中世の日本に広まったと考えられている｡『平家物語』の作者もへこの『砥園

図
経
』
の
伝
承
に
日
本
的
な
鐘
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
の
で
あ
ろ

う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
鐘
の
音
に
聞
こ
え
る
無
常
偽
と
は
､

ま
ざ
れ
も
な
い
古
代
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
ら
れ
た
詩
で
あ
る
Q
そ
れ

は
紀
元
前
四

-
三
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
も
っ
と
も
古
い
仏
典
で

あ
る
パ
ー
リ
語

『
阿
含
経
』
相
応
部
'
長
部
の
中
の

『
浬
襲
経
』

な
ど
に
登
場
す
る
｡

｢諸
々
の
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
実
に
無
常
で
あ
る
O
生
じ
滅

び
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
生
じ
て
は
滅
び
る
｡

そ
れ
ら
の
静
ま
る
の
が
安
楽
で
あ
る
4
｡

(諸
行
無
常
､
是
生

滅
法
､
生
滅
滅
巳
､
寂
滅
為
楽
)
｣

日
本
人
は
､
こ
の
偶
を
漢
訳
の
『大
般
浬
襲
経
』
を
と
お
し
て
親

し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
5
｡
そ
こ
で
は
､
プ
ツ
ダ
の
前
世
の
姿
で
あ

る
雪
山
童
子
が
､
自
分
の
命
と
引
き
換
え
に
こ
の
偶
を
聞
き
た
い

と
望
ん
だ
と
い
う
物
語
か
ら
雪
山

(せ
っ
せ
ん
)
偶
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
｡
『
平
家
物
語
』
に
い
う

｢沙
羅
双
樹
の
花
の
色
｣
も
『
浬

菓
経
』
に
も
と
づ
く
｡
プ
ツ
ダ
が
息
を
引
き
取
っ
た
と
き
､
咲
い

33



て
い
た
沙
羅
双
樹
の
花
が
色
礎
せ
て
'
散
っ
た
と
い
う
｡
こ
れ
は

ブ
ツ
ダ
を
失
っ
た
人
々
の
悲
し
み
を
象
徴
す
る
と
同
時
に
､
人
間

ブ

ツ
ダ
に
も
花
に
も
共
通
す
る
諸
行
無
常
の
真
実
を
語
る
も
の

で
あ
ろ
う
｡
だ
が
プ
ツ
ダ
は
そ
の
生
前
に
す
で
に
無
常
な
も
の
へ

の
執
着
を
捨
て
､
迷
い
と
苦
し
み
の
な
い
安
楽
な
境
地
を
実
現
し
､

そ
の
死
を
も
っ
て
完
全
な
浬
磐
に
入
り
､
こ
の
無
常
が
支
配
す
る

世
界
に
決
し
て
再
び
輪
廻
す
る
こ
と
は
な
い
永
遠
の
楽
を
得
た

の
で
あ
る
｡
無
常
を
嘆
く
こ
と
で
は
な
く
'
無
常
の
真
実
を
知
り
､

こ
の
浬
盤
の
境
地
を
実
現
す
る
こ
と
に
仏
教
の
核
心
は
あ
る
｡

Jtlて
､
紀
元
前
に
イ
ン
ド
で
説
か
れ
た
諸
行
無
常
の
偶
が
い
か

に
日
本
人
に
親
し
ま
れ
て
い
た
か
を
示
す
い
ま
ひ
と
つ
の
事
例

が

｢
い
ろ
は
歌
｣
で
あ
る
｡
戦
前
ま
で
､
日
本
人
は
こ
の
歌
で
手

習
い
を
し
て
い
た
が
､
こ
れ
は
真
言
宗
の
伝
統
で
は
弘
法
大
師
作

と
さ
れ
6
､
諸
行
無
常
偽
の
翻
案
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

｢
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぬ
る
を

(色
は
匂

ヘ
ビ
散
り
ぬ
る

を
=
諸
行
無
常
)
わ
か
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
ら
む

(我
世
誰
ぞ

常
な
ら
ん
=
是
生
滅
法
)
う
ゐ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え
て

(有
為
の
奥
山
今
日
越
え
て
-
生
滅
滅
巳
)
あ
さ
き
ゆ
め
み

し
ゑ
ひ
も
せ
す

(浅
き
夢
見
じ
7
酔
い
も
せ
ず
-
寂
滅
為

楽

)

｣

｢色
｣
と
は
花
の
色
で
あ
り
､
こ
こ
で
は
花
そ
の
も
の
を
指
す
が
'

仏
教
で
は
形
を
含
ん
だ
目
に
見
え
る
も
の
の
総
称
で
あ
り
'
｢諸

行
｣
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
作
ら
れ
た
も
の
を
代
表
す
る
｡
こ
れ
は

｢諸
行
無
常
｣
の
ヴ
ィ
ジ

ュ
ア
ル
化
で
あ
り
'
色
と
匂
い
を
そ
こ

に
与
え
て
い
る
｡
第
二
節
で
は

｢生
じ
滅
す
る
も
の
｣
と
し
て
'

具
体
的
に

｢人
｣
が
示
さ
れ
る
｡
も
の
も
人
も
無
常
で
あ
る
｡
そ

し
て
第
三
節
に
い
う

｢有
為
｣
と
は

｢諸
行
｣
｢す
べ
て
の
作
ら

れ
た
も
の
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
の

｢有
為
の
奥
山
を
越
え
て
い

く
｣
す
な
わ
ち
厳
し
い
修
行
を

へ
て
目
覚
め

(悟
り
)
へ
到
る
こ

と
を
､
｢い
ろ
は
歌
｣
は
山
道
を
歩
む
人
の
姿
と
し
て
主
体
的
､

絵
画
的
に
描
く
｡
花
の
色
､
匂
い
'
深
山
､
山
道
､
そ
こ
を
歩
く

人
の
息
遣
い
'
汗
､
そ
し
て
覚
醒
と
い
う
ひ
と
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
､

1
枚
の
絵
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
o

こ
の
よ
う
に
日
本
の
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
中
世
文
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学
は
'
無
常
の
姿
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
'
血
と
肉
を
与
え
た
｡

有
名
な

『方
丈
記
』
の
冒
頭

｢ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
､
し

か
も
へ
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
｡｣'
蓮
如
上
人
の
御
文
よ
り

｢さ
れ
ば

朝
に
は
紅
顔
あ
り
て
'
夕
に
は
白
骨
と
な
れ
る
身
な
り
8
｡
｣
な
ど
を

挙
げ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
｡
こ
う
し
た
無
常
と
い
う
観
念
の
絵
画
的

表
現
は
十

一
世
紀
初
め
に
編
纂
さ
れ
た

『和
漢
朗
詠
集
』
あ
た
り
か

ら
頻
出
L
t
流
行
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
は

こ
こ
に
日
本
人
の
美
学
を
見
た
o唐
木
順
三
は
､
｢無
常
を
語
る
場
合
､

き
わ
だ
っ
て
雄
弁
に
な
り
'
そ
れ
を
書
く
場
合
､
特
に
美
文
調
に
な

る
と
い
う
傾
向
が
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
'
日
本
人

の
ひ
と
つ
の
特
色
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
-
日
本
人
は
無
常
を
'

無
常
世
界
観
へ
無
常
観
と
し
て
考
え
る
以
前
に
'
無
常
感
と
し
て
ま

づ
共
感
し
'
そ
の
共
感
を
'
仏
教
の
語
柔
を
か
り
て
表
現
す
る
と
い

う
そ
う
い
う
傾
向
が
著
し
い
｣
と
述
べ
て
い
る
9
｡
唐
木
の
著
書
『無

常
』
の
主
眼
は
'
平
安
王
朝
文
学
の

｢は
か
な
し
｣
｢あ
は
れ
｣
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
'
宮
廷
生
活
の
恋
愛
を
中
心
と
し
た
人

の
心
の
う
つ
ろ
い
を
嘆
く

｢無
常
感
覚
'
美
感
｣
か
ら
'
戦
乱
の
世

の
悲
惨
と
生
死
の
際
に
身
を
置
く
武
士
の
台
頭
に
よ
っ
て
､
無
常
こ

そ
動
か
し
が
た
い
真
実
で
あ
る
t
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
た

｢自

覚
的
無
常
観
｣
へ
の
転
換
を
中
世
文
学
'
と
く
に

『徒
然
草
』
に
見

出
す
こ
と
で
あ
り
'
さ
ら
に
道
元
の

『正
法
眼
蔵
』
に
そ
の
形
而
上

学
的
考
察
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
｡
小
林
秀
雄
も
､
日
本
古
典
文

学
に
あ
ら
わ
れ
る
無
常
観
を
日
本
人
本
来
の
感
情
に
根
ざ
す
も
の
と

考
え
る
o
彼
の

『無
常
と
い
う
事
』
と
い
う
文
章
に

｢こ
の
世
は
無

常
と
は
決
し
て
仏
説
と
い
う
様
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
｣
と
あ
り
､

『平
家
物
語
』
に
も

｢平
家
の
作
者
達
の
厭
人
も
厭
世
も
な
い
詩
魂

か
ら
見
れ
ば
'
当
時
の
無
常
の
思
想
の
如
き
は
'
時
代
の
は
か
な
い

意
匠
に
過
ぎ
ぬ
｣
と
述
べ
る
｡
小
林
が
仏
教
を
厭
世
的
悲
観
的
と
考

え
た
主
な
理
由
は
､
お
そ
ら
く
厭
離
穣
土
､
欣
求
浄
土
に
代
表
さ
れ

る
浄
土
思
想
を
念
頭
に
お
い
て
仏
教
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
り
､
そ
れ
も
戦
乱
続
く
末
法
の
世
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
の
厭

世
観
で
あ
っ
て
､
中
世
と
い
う
時
代
に
特
有
の
仏
教
思
想
で
は
あ
る

l
o
oこ

れ
ら
近
代
知
識
人
た
ち
の
雄
弁
は
別
と
し
て
､
現
代
の
我
々

が
な
お
も
桜
の
花
の
散
り
際
に
'
紅
葉
の
燃
え
る
色
に
､
無
常
と

美
を
あ
た
か
も
等
価
値
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
感
じ
る
の
は
､
自
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然
な
感
情
で
あ
る
と
同
時
に
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
の
文

学
的
感
覚
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
｡
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
伝

え
ら
れ
た
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
が
､
日
本
人
の
心
に
浸
透
す
る

の
に
は
､
日
本
的
消
化
が
必
要
で
あ
っ
た
O
諸
行
無
常
偶
が
砥
園

精
舎
の
鐘
の
声
と
な
っ
て
響
き
､
そ
の
漢
文
が

｢い
ろ
は
歌
｣
に

姿
を
変
え
た
と
き
､
我
々
の
祖
先
は
深
い
共
感
を
も
っ
て
耳
を
傾

け
た
で
あ
ろ
う
C
そ
も
そ
も
無
常
感
'
無
常
観
は
と
も
に
仏
教
思

想
で
あ
る
必
要
は
な
い
｡
仏
教
の
専
売
特
許
で
は
な
い
｡
だ
が
､

日
本
人
に
特
有
な
も
の
で
も
な
い
｡
人
間
な
ら
ば
誰
し
も
そ
れ
を

嘆
き
'
お
の
れ
が
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
実
で

あ
る
と
認
め
る
で
あ
ろ
う
Q
仏
教
徒
で
な
く
と
も
'
日
本
人
で
な

く
と
も
､
無
常
感
､
無
常
観
は
も
ち
う
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
文

学
的
美
的
に
表
現
す
れ
ば

｢無
常
の
文
学
｣
｢無
常
の
美
学
｣
は

ど
こ
に
で
も
生
ま
れ
う
る
｡
ま
た
'
そ
れ
を
哲
学
的
に
考
察
す
れ

ば

｢無
常
の
形
而
上
学
｣
は
ど
こ
に
で
も
生
ま
れ
う
る
｡
日
本
や

仏
教
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
｡
で
は
､
い
か
な
る
無
常
観

が
仏
教
の
無
常
観
な
の
か
｡
何
か
仏
教
的
と
い
え
る
よ
う
な
無
常

観
が
あ
り
'
思
想
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

(

二
)

こ
の
こ
と
は
諸
行
無
常
偶
そ
の
も
の
が
教
え
て
く
れ
よ
う
｡
き

わ
め
て
シ
ン
プ
ル
に
い
え
ば
､
｢す
べ
て
の
も
の
を
無
常
と
考
え
'

常
住
な
存
在
を
認
め
な
い
｣
の
が
仏
教
の
無
常
観
で
あ
り
､
そ
の

無
常
な
る
も
の
へ
の
執
着
を
捨
て
て
'
苦
し
み
を
離
れ
た
安
楽
な

境
地
へ
い
た
る
道
を
教
え
る
の
が
仏
教
で
あ
る
｡
無
常
に
は
ふ
た

つ
の
意
味
が
あ
る
｡
も
の
ご
と
に
は
必
ず
終
わ
り
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
､
人
の
死
が
そ
れ
を
代
表
す
る
｡
も
う
ひ
と
つ
は
､

も
の
ご
と
は
た
え
ず
移
り
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢す
べ

て
の
作
ら
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
｣
と
い
う
教
説
は
､
｢作
ら

れ
な
い
も
の
は
常
住
で
あ
る
｣
と
い
う
こ
と
を
合
意
し
､
ゆ
え
に

イ
ン
ド
の
仏
教
徒
の
な
か
に
は

｢作
ら
れ
な
い
も
の
､
常
住
な
も

の
｣
の
存
在
を
認
め
る
者
も
い
た
｡
ま
た

｢作
ら
れ
た
も
の
｣
が

無
常
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
人
も
多
い
｡
し

か
し
な
が
ら
､
仏
教
で
は

｢作
ら
れ
な
い
も
の
｣
は
何
の
役
に
も

立
た
な
い
の
で
あ
る
Q
作
ら
れ
な
い
も
の
と
は
､
空
間
と
か
浬
襲
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な
ど
で
あ
り
､
決
し
て
救
済
者
と
し
て
の
絶
対
神
や
永
遠
の
霊
魂

で
は
な
か
っ
た
｡
浬
架
は
目
指
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
､
す

で
に
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
に
頼
る
こ
と
は
で
き

な
い
｡
ま
た
輪
廻
転
生
が
永
遠
に
続
く
と
し
て
も
'
そ
れ
は
苦
に

は
か
な
ら
な
い
.
輪
廻
か
ら
の
脱
却
こ
そ
が
浬
輿
で
あ
る
｡

そ
し
て
仏
教
で
は
な
く
と
も
無
常
鹿
は
あ
り
う
る
が
､
無
常
観

な
く
し
て
仏
教
は
あ
り
え
な
い
｡
仏
教
の
始
ま
り
そ
の
も
の
が
､

人
間
ブ
ツ
ダ
の
人
間
の
無
常
感
､
無
常
観
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

釈
迦
族
の
王
子
ゴ
ー
ク
マ
･
シ
ツ
ダ
ー
ル
タ
は
'
そ
の
若
き
日
に

遠
足
に
出
か
け
よ
う
と
し
て
宮
殿
の
門
の
と
こ
ろ
で
老
人
に
遭

遇
す
る
｡
そ
の
姿
に
恐
ろ
し
く
な
っ
た
彼
は
､
別
の
門
へ
行
く
が
'

そ
こ
に
は
病
人
が
い
た
｡
そ
し
て
さ
ら
に
別
の
門
に
は
死
人
が
い

た
｡
最
後
の
門
に
は
出
家
者
が
い
た
｡
こ
の
と
き
シ
ツ
ダ
ー
ル
タ

は
お
の
れ
が
進
む
べ
き
道
を
悟
り
､
出
家
を
決
意
し
た
と
い
わ
れ

る
｡
多
く
の
仏
伝
が
伝
え
る

｢四
門
出
遊
｣
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ

る
｡
シ
ツ
ダ
ー
ル
タ
は
､
無
常
の
有
様
に
恐
れ
お
の
の
き
'
嘆
き

な
が
ら
も
､
た
だ
ち
に
そ
れ
が
普
遍
的
な
真
実
で
あ
る
こ
と
を
知

る
｡
生
ま
れ
て
き
た
も
の
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
｡
作
ら
れ
た
も

の
は
滅
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
れ
が
苦
し
み
で
な
く
て
な
ん

で
あ
ろ
う
か
o
常
住
不
変
な
も
の
は
何
も
存
在
し
な
い
.
イ
ン
ド

の
古
典
哲
学
書
で
あ
る

『ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
が
説
い
た
永
遠
の

個
体
原
理

｢ア
ー
ト
マ
ン
｣
や
宇
宙
原
理

｢ブ
ラ
フ
マ
ン
｣
な
ど

ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
C
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
自
分
は
'
決
し

て
そ
の
よ
う
な
自
我

(｢ア
ー
ト
マ
ン
｣)
で
は
な
い
｡
初
期
仏
典

が
伝
え
る
仏
教
は
､
く
り
か
え
し

｢無
常
､
苦
､
無
我
｣
へ
の
自

覚
を
促
す
1
1
｡
苦
し
み
は
､
無
常
の
も
の
を
無
常
と
知
ら
ず
､
惜

し
む
こ
と
か
ら
起
こ
る
｡
真
実
の
正
し
い
認
識
と
欲
望
の
抑
制
､

心
の
落
ち
着
き
が
苦
し
み
を
離
れ
る
道
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
努

力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
ブ
ツ
ダ
は
自
ら
の
遺
言
と
し
て
､
や
は
り

無
常
に
言
及
し
た
｡
『
浬
襲
経
』
が
伝
え
る
彼
の
最
後
の
言
葉
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
o

｢さ
あ
､
修
行
僧
た
ち
よ
｡
お
前
た
ち
に
告
げ
よ
う
｡
も
ろ

も
ろ
の
作
ら
れ
た
も
の
は
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
｡
怠
る
こ

と
な
く
勤
め
よ
1
2
cJ
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こ
の
よ
う
に
仏
教
と
は
､
そ
も
そ
も
ブ
ツ
ダ
個
人
の
体
験
と
無

常
の
洞
察
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
無
常
を
真

実
と
し
て
受
け
容
れ
な
が
ら
も
'
苦
し
み
を
離
れ
て
生
き
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
'
そ
の
道
を
教
え
る
の
が
仏
教
で
あ
る
｡

初
期
仏
教
に
お
い
て
は
､
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

｢出
家
｣
で
あ
ろ

ぅ
｡
世
俗
の
営
み
を
離
れ
､
欲
望
の
対
象
と
な
る
も
の
か
ら
遠
ざ

か
る
｡
す
べ
て
の
欲
望
の
う
ち
で
愛
欲
が
ど
れ
ほ
ど
絶
ち
が
た
く
､

家
族

へ
の
執
着
が
ど
れ
ほ
ど
深
い
か
｡
喜
び
を
も
た
ら
す
も
の
は

苦
し
み
を
も
も
た
ら
す
｡
そ
の
い
ず
れ
も
去
る
こ
と
が
出
家
で
あ

る
｡
出
家
者
に
は
感
傷
は
無
用
で
あ
る
｡
無
常
が
変
え
ら
れ
ぬ
真

実
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
慣
れ
て
'
そ
れ
を
受
け
容
れ
た
者
は
､

嘆
き
か
ら
自
由
に
な
る
｡
最
古
の
仏
典

『
ス
ツ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
は

次
の
よ
う
に
教
え
る
O

｢こ
の
世
に
お
け
る
人
々
の
命
は
､
定
相
な
く
､
ど
れ
だ
け

生
き
ら
れ
る
か
解
ら
な
い
C
痛
ま
し
く
､
短
く
て
'
苦
悩
に

繋
が
れ
て
い
る
｡
生
ま
れ
た
も
の
ど
も
は
､
死
を
通
れ
る
道

が
な
い
.
老
い
に
達
し
て
は
､
死
が
来
る
O
実
に
生
あ
る
も

の
ど
も
の
定
め
は
'
こ
の
と
お
り
で
あ
る
｡
(中
略
)
す
べ

て
の
者
は
必
ず
死
に
至
る
O
か
れ
ら
は
死
に
捉
え
ら
れ
て
あ

の
世
に
去
っ
て
行
く
が
'
父
も
そ
の
子
を
救
わ
ず
､
親
族
も

そ
の
親
族
を
救
わ
な
い
｡
見
よ
｡
見
守
っ
て
い
る
親
族
が
と

め
ど
な
く
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
の
に
､
人
は
一
人
ず
つ
屠
所

に
引
か
れ
る
牛
の
よ
う
に
､
連
れ
去
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に

世
間
の
人
々
は
死
と
老
い
に
よ
っ
て
害
わ
れ
る
O
さ
れ
ば
賢

者
は
'
世
の
あ
り
さ
ま
を
知
っ
て
'
悲
し
ま
な
い
C
汝
は
来

た
人
の
道
を
知
ら
ず
'
ま
た
去
っ
た
人
の
道
を
知
ら
な
い
｡

汝
は

(生
と
死
の
)
両
極
を
見
な
い
で
､
い
た
ず
ら
に
悲
泣

す
る
O
迷
妄
に
と
ら
わ
れ
自
己
を
害
し
て
い
る
人
が
､
も
し

も
泣
き
悲
し
ん
で
な
ん
ら
か
の
利
を
得
る
こ
と
が
あ
る
な

ら
ば
､
賢
者
も
そ
う
す
る
が
よ
か
ろ
う
O
泣
き
悲
し
む
こ
と

に
よ
っ
て
は
心
の
平
安
は
得
ら
れ
な
い
｡
た
だ
ま
す
ま
す
か

れ
に
は
苦
し
み
が
生
じ
､
身
体
が
や
つ
れ
る
だ
け
で
あ
る
｡

み
ず
か
ら
自
己
を
害
い
な
が
ら
'
身
は
癒
せ
て
醜
く
な
る
｡

そ
う
し
た
か
ら
と
て
､
死
ん
だ
人
々
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
｡

泣
き
悲
し
む
の
は
無
益
で
あ
る
｡
‥
-
‥
だ
か
ら
尊
敬
さ
る
べ
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き
人
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
､
亡
く
な
っ
た
死
者
を
見
て
は
､

か
れ
は
も
う
わ
た
し
の
力
の
及
ば
ぬ
も
の
な
の
だ
と
さ
と

っ
て
'
悲
し
み
嘆
き
を
去
れ
1
3
｡｣

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
の
仏
典
は
'
無
常
を
描
く
の
に
'
決
し
て

文
学
的
装
飾
を
用
い
な
い
｡
そ
れ
は
過
酷
な
現
実
で
あ
り
'
美
感

が
介
入
す
る
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
仏
教
が
指
し
示

し
た
道
は
さ
ら
に
厳
し
く
､
自
分
の
力
に
よ
る
出
家
修
行
の
道
で

あ
っ
た
C
救
済
者
も
救
済
神
も
い
な
い
.
頼
れ
る
も
の
は
プ
ツ
ダ

の
教
え
と
善
知
識
と
呼
ば
れ
る
先
達
､
仲
間
だ
け
で
あ
る
｡
永
遠

な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
｡
お
の
れ
が
浬
集
の
境
地
に
達
し
な
い

限
り
､
永
遠
は
実
現
し
な
い
｡
こ
れ
が
仏
教
の
根
本
に
あ
る
無
常

観
で
あ
ろ
う
｡

仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
の
宗
教
､
思
想
は
､
命
や
現
象
の
無
常
は

認
め
て
も
､
そ
の
背
後
に
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
｢ア
ー
ト
マ
ン
｣

や

｢ブ
ラ
フ
マ
ン
｣'
創
造
神
を
想
定
し
て
い
た
｡
『ゥ
パ
ニ
シ
ャ

ッ
ド
』
の
思
想
に
お
い
て
は
､
解
脱
と
は
永
遠
な
も
の
と

一
体
に

な
る
こ
と
で
あ
っ
た
O
こ
れ
は
や
が
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
台
頭
と

と
も
に
明
確
な
神
へ
の
帰
依
､
信
仰
に
よ
る
救
済

へ
と
変
わ
っ
て

い
く
｡

十

一
世
紀
前
後
に
編
纂
さ
れ
た

『
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
三
百

煩
』
と
い
う
詩
集
に
は
､
処
世
の
詩
百
篇
､
恋
愛
詩
百
篇
と
な
ら

ん
で
離
欲
の
詩
百
貨
が
収
め
ら
れ
て
い
る
.
処
世
術
へ
女
性
の
肉

体
美
の
描
写
を
ふ
く
む
性
愛
の
賛
歌
､
そ
し
て
宗
教
的
教
え
は
イ

ン
ド
人
が
最
も
好
む
主
題
で
あ
る
｡
バ
ル
ト
ル
ハ
リ
は
､
離
欲
の

詩
で
､
欲
望
の
空
し
さ
､
こ
の
世
の
無
常
を
う
た
う
｡
そ
の
表
現

は
仏
典
が
語
る
と
こ
ろ
と
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
C

｢月
光
は
快
い
.
森
の
草
地
も
快
い
O
書
き
人
と
の
交
際
で

味
わ
う
幸
福
も
快
い
C
詩
の
中
の
物
語
も
快
い
C
怒
っ
て
流

す
涙
の
滴
に
輝
く
恋
人
の
顔
も
快
い
｡
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
快

い
の
だ
が
'
心
が
無
常
を
感
ず
る
時
､
何
も
快
く
な
く
な
っ

て
し
ま
う
｡
楼
閣
は
住
む
に
快
い
も
の
で
は
な
い
か
｡
歌
な

ど
も
聴
い
て
楽
し
い
も
の
で
は
な
い
か
｡
最
愛
の
女
と
交
わ

る
快
楽
は
こ
よ
な
き
喜
び
を
も
た
ら
さ
ぬ
か
｡
だ
が
賢
者
た

ち
は
､
す
べ
て
の
も
の
を
､
飛
び
交
う
蛾
の
羽
の
風
に
揺
れ

動
く
灯
火
の
輝
き
の
よ
う
に
惨
い
と
考
え
､
森

へ
行
く
の
だ
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1
q..
｣

(
｢離
欲
百
頒
｣
七
九
-
八
〇
)

し
か
し
､
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
人
生
観
で
は
､
社
会
で
の
義
務
を
果

た
し
'
愛
の
享
楽
を
味
わ
い
'
子
孫
を
育
て
た
後
'
自
ら
に
老
い

が
忍
び
寄
っ
て
く
る
頃
に
な
っ
て
は
じ
め
て
宗
教
生
活
に
入
る

こ
と
を
理
想
と
す
る
｡
プ
ツ
ダ
の
よ
う
に
青
春
の
さ
な
か
に
す
べ

て
を
捨
て
た
り
は
し
な
い
｡
そ
し
て
人
は
最
後
に
シ
ヴ
ァ
神
に
帰

依
L
t
ヨ
ー
ガ
行
者
と
な
り
､
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
以
来
説
か

れ
続
け
た
宇
宙
の
最
高
原
理
に
し
て
永
遠
な
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
に

合

一
す
る
の
で
あ
る
.

｢あ
あ
､
心
の
願
い
は
失
せ
た
Q
身
体
の
若
さ
も
去
っ
た
Q

心
あ
る
人
々
が
い
な
い
の
で
'
諸
々
の
美
質
も
甲
斐
な
き
も

の
と
な
っ
た
Q
強
力
な
時
と
い
う
耐
え
難
い
死
神
が
唐
突
に

近
づ
く
O
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
?

あ
､
わ
か
っ
た
o
愛
神

を
殺
す
神

(シ
ヴ
ァ
)
の
御
足
以
外
に
､
い
か
な
る
寄
る
辺

も
な
い
の
だ
1
5
｡
｣
(同
八
三
)

｢母
な
る
大
地
よ
'
父
な
る
風
よ
､
友
な
る
火
よ
へ
よ
き
縁

者
た
る
水
よ
､
兄
弟
な
る
空
よ
､
あ
な
た
方
の
後
ろ
で
､
頭

を
下
げ
て
合
掌
す
る
O
あ
な
た
方
と
接
し
て
得
た
功
徳
に
よ

り
､
広
大
に
輝
き
出
た
清
浄
な
る
智
に
よ
っ
て
'
一
切
の
強

大
な
る
迷
妄
を
退
け
た
私
は
最
高
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
合

一
す

る
1
6
｡
｣
(同
一
〇
〇
)

大
叙
事
詩

『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
も
､
親
族
間
の
戦
争
と
い
う

人
間
の
空
し
い
所
業
を
措
き
な
が
ら
'
そ
の
中
に
収
め
ら
れ
る
有

名
な

『
バ
ガ
ヴ
ア
ツ
ド

･
ギ
ー
タ
-
』
の
教
え
の
よ
う
に
､
永
遠

の
個
我
と
そ
の
救
済
､
す
な
わ
ち
神
へ
の
帰
依
と
ヨ
ー
ガ
に
よ
る

永
遠
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
へ
の
合

一
を
説
く
｡
仏
教
の
無
常
観
は
､
本

来
こ
の
永
遠
な
る
も
の
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
紀
元
後
大
乗
仏
教
の
発
展
と
と
も
に
､
仏
教

も
無
常
な
人
間
存
在
と
現
象
世
界
に
対
峠
す
る
常
住
な
存
在
を

考
え
る
よ
う
に
な
る
｡
歴
史
的
人
物
で
あ
っ
た
プ
ツ
ダ
は
へ
超
越

的
な
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ツ
ダ

(如
来
)
た
ち
や
菩
薩
た
ち
'
さ
ら
に

宇
宙
原
理
に
も
等
し
い
密
教
の
大
日
如
来
へ
と
､
人
格
的
絶
対
者

の
姿
に
変
貌
し
て
い
く
｡
一
方
､
内
在
原
理
と
し
て
プ
ツ
ダ
に
な
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る
可
能
性
と
し
て
の

｢如
来
蔵
｣
｢仏
性
｣
と
い
う
も
の
も
考
え

ら
れ
た
Q
ゆ
え
に
'
す
べ
て
の
仏
教
徒
が
そ
の
歴
史
の
中
で
常
に

永
遠
な
も
の
を
否
定
し
続
け
て
い
た
､
と
い
う
の
は
正
し
く
は
な

い
C
だ
が
､
古
来
の
諸
行
無
常
偽
を
忘
れ
な
か
っ
た
人
々
も
い
た
.

興
味
深
い
こ
と
に
､
彼
ら
に
よ
っ
て
､
イ
ン
ド
仏
教
の
無
常
観
は
､

死
､
消
滅
な
ど
我
々
の
体
験
で
き
る
肉
体
的
'
物
質
的
現
象
を
超

え
て
､
文
字
通
り
の

｢メ
タ

･
フ
ィ
ジ
カ
ル
｣
(超
自
然
的
､
形

而
上
学
的
)
な
方
向
へ
と
発
展
し
て
い
く
｡
こ
れ
は
主
に
哲
学
的

議
論
に
参
画
し
た
人
々
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
諸
学
派
が
､
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
以
来
の
伝
統
で
あ
る
ア
ー

ト
マ
ン
や
創
造
神
の
存
在
を
認
識
論
､
論
理
学
の
知
識
を
駆
使
し

て
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
､
仏
教
徒
も
プ
ッ
ダ
の
無
常

の
教
説
の
正
し
さ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
O
そ
の
中

で

｢無
常
｣
は
当
然
､
ま
ず
時
間
的
に
厳
密
に
定
義
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
C
体
験
か
ら
知
ら
れ
る
自
然
現
象
は
､
起
こ
っ
て
は
た
だ

ち
に
消
え
る
光
や
音
な
ど
と
'
生
命
の
よ
う
に
一
定
期
間
持
続
し

て
終
わ
り
を
む
か
え
る
も
の
と
二
種
類
あ
る
O
後
者
は
､
物
理
的

継
続
性
は
あ
る
が
､
我
々
が
刻
々
と
老
い
て
い
く
よ
う
に
､
実
は

常
に
変
化
し
て
い
る
｡
こ
の
変
化
は
目
に
は
見
え
な
い
も
の
の
､

1
瞬

1
瞬
に
そ
の
状
態
に
あ
る
存
在
が
威
し
て
､
ほ
ぼ
同

l
で
あ

る
が
ま
っ
た
く
同

一
で
は
な
い
も
の
が
生
ま
れ
､
交
替
し
て
い
る

こ
と
だ
､
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
が
生
ま
れ
た
｡
映
画
の
フ

イ
ル
ム
の
コ
マ
が
交
替
し
て
､
あ
た
か
も
連
続
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
と
同
じ
で
あ
る
｡
こ
の
学
説
を
｢剰
那
滅
論
｣
と
い
う
｡

こ
の
剰
那
滅
は
､
目
に
は
見
え
な
い
､
経
験
的
に
知
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
､
論
理
的
に
は
す
べ
て
の
も
の
に
敷
術
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
C
こ
う
し
て
無
常
の
教
説
は
､
剰
那
滅
論
と
し
て

掲
げ
な
お
さ
れ
'
な
ぜ
す
べ
て
の
作
ら
れ
た
も
の
が
剥
那
滅
な
の

か
､
な
ぜ
恒
常
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
か
､
論
じ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
O
こ
の
立
場
で
見
れ
ば
､
花
が
色
禎
せ
て
い
く
の
も
､

よ
り
色
の
濃
い
も
の
か
ら
よ
り
色
の
薄
い
も
の
へ
剃
那
剰
郡
に

転
じ
て
い
く
存
在
の
連
続
す
る
交
替
で
あ
り
､
も
は
や
我
々
が
認

知
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
こ
に
無
常
感
'
ま
し
て
や
美
感
は

入
り
込
め
ま
い
｡
｢無
常
｣
は
宗
教
的
主
題
と
い
う
よ
り
は
哲
学

的
主
題
と
な
っ
た
｡

｢剰
那
滅
論
｣
は
､
次
第
に
仏
教
内
で
は
哲
学
的
諸
学
派
の
マ
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ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
支
持
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
が
､
彼
ら
が
好
ん
だ

論
理
命
題
の
ひ
と
つ
に

｢声
は
無
常
で
あ
る
｡
作
ら
れ
た
も
の
だ

か
ら
O
作
ら
れ
た
も
の
は
何
で
あ
れ
す
べ
て
無
常

(剰
那
滅
)
で

あ
る
｣
と
い
う
も
の
が
あ
る
O
こ
の
命
題
に
従
え
ば
'
無
常
偶
を

響
か
せ
る
砥
園
精
舎
の
鐘
の
声
も
ま
た
無
常
､
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
Q
な
ぜ

｢声
｣
な
の
か
.
こ
の
命
題
は
､
イ
ン
ド
最
古
の
聖

典
で
あ
る

『ヴ

エ
ー
ダ
』
の

｢声
｣
ま
た
は

｢言
葉
｣
が
無
常
な

の
か
､
永
遠
な
の
か
t
と
い
う
問
題
を
反
映
し
て
い
る
｡
我
々
の

日
常
の
音
声
は
誰
し
も
が
無
常
だ
と
認
め
る
が
､
神
話
､
神
へ
の

賛
歌
､
神
に
捧
げ
る
儀
礼
や
祝
詞
の
集
成
で
あ
る

『グ

エ
ー
ダ
』

聖
典
の
言
葉
は
､
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
､
天
啓
で
あ
る

か
ら
､
永
遠
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
い
た
C
彼
ら
祭
租
階
級
の

伝
統
主
義
者
た
ち
に
対
し
て
､
プ
ツ
ダ
の
よ
う
な
新
興
思
想
家
た

ち
は
'
こ
う
し
た

『ヴ

エ
ー
ダ
』
の
権
威
を
信
じ
な
か
っ
た
の
だ

が
､
こ
の
対
立
は
'
後
の
哲
学
思
想
の
発
展
と
と
も
に
'
学
派
間

の
議
論
の
争
点
と
な
っ
た
.
『ヴ

ュ
ー
ダ
』
も
人
間
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
だ
､
と
主
張
す
る
仏
教
徒
は
'
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
言

葉
も
無
常
で
あ
る
と
結
論
す
る
1
7
｡
そ
し
て
作
ら
れ
て
い
な
い
も

の
'
無
始
以
来
存
在
す
る
も
の
は
何
も
な
い
｡
従
っ
て
存
在
す
る

も
の
は
す
べ
て
無
常
な
の
で
あ
る
1
8
O

(

三
)

日
本
に
戻
ろ
う
｡
日
本
の
中
世
文
学
が
好
ん
で
描
い
た
無
常
は
､

ま
さ
に
諸
行
無
常
偶
が
教
え
る
と
こ
ろ
が
真
実
だ
と
い
う
自
覚

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
､
裟
婆
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ

て
無
常
だ
と
い
う
認
識
を
へ
た
も
の
だ
と
い
う
点
で
､
イ
ン
ド
初

期
仏
教
の
無
常
観
と
隔
た
る
も
の
で
は
な
い
O
戦
乱
の
世
を
経
験

し
た
中
世
人
の
､
そ
れ
は
実
感
で
あ
り
'
仏
教

へ
の
共
感
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
｡
仏
教
の
無
常
観
も
､
人
間
ブ
ツ
ダ
の
自
然
な
無
常

感
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
tEIQ
ま
た
'
中
世
の
日
本
人
が
そ

れ
に
文
学
的
表
現
を
与
え
､
自
ら
の
理
解
と
噂
好
に
応
じ
て
そ
の

観
念
を
具
体
的
な
姿
で
示
し
た
こ
と
は
'
無
常
観
の
消
化
､
さ
ら

に
は
大
衆
化
を
促
進
し
た
｡
そ
の
発
露
の
場
が
主
に
文
学
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
､
近
代
知
識
人
を
し
て

｢日
本
的
無

常
の
美
学
｣
と
い
う
独
特
の
価
値
づ
け
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
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原
因
と
考
え
ら
れ
る
｡
無
常
観
の
社
会

へ
の
浸
透
は
､
仏
教
の
浸

透
で
あ
る
と
同
時
に
､
そ
れ
が
人
間
の
共
通
な
感
情
で
あ
る
こ
と

か
ら
､
仏
教
の
枠
組
み
を
越
え
る
可
能
性
も
広
げ
た
こ
と
に
な
る
C

『
平
家
物
語
』
『方
丈
記
』
の
よ
う
な
文
学
作
品
は
'
そ
も
そ
も

仏
教
を
説
く
た
め
,
教
え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
o
そ
こ
に
は

す
ぐ
れ
た
無
常

へ
の
洞
察
が
点
在
す
る
に
し
て
も
､
と
き
に
無
常

は
悲
劇
の
物
語
を
引
き
立
て
る
道
具
で
も
あ
り
､
ま
た
文
学
的
脚

色
の
題
材
で
も
あ
っ
た
O
ゆ
え
に
中
世
文
学
に
あ
ら
わ
れ
る
無
常

の
表
現
が
,
多
く
の
比
聴
,
自
然
描
写
を
含
み
､
美
的
に
洗
練
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
O
唐
木
順
三
が
示
し
て
み
せ
た
よ

う
に
､
出
家
者
の
筆
に
も
そ
の
文
学
的
志
向
は
顕
著
で
あ
る
1
9
｡

そ
も
そ
も
中
世
で
は
､
文
学
者
が
出
家
す
る
､
あ
る
い
は
出
家
が

歌
を
詠
む
な
ど
の
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
｡
彼
ら
の
文
章
の
文
学

的
洗
練
は
､
先
人
が
平
安
時
代
の
宮
廷
文
学
に
よ
っ
て
到
達
し
た

き
わ
め
て
高
い
水
準
を
継
承
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
Q
そ
し
て

｢無
常
｣
が
､
し
ば
し
ば
自
然
の
移
り
変
わ
り
に
た
く
さ
れ
て
表

現
さ
れ
る
の
は
､
文
学
的
効
果
な
ら
び
に
美
し
い
山
河

へ
の
愛
着

を
示
す
が
､
そ
れ
ら
と
同
時
に
､
日
本
人
が
理
解
し
て
い
た
無
常

が
､
あ
く
ま
で
目
に
見
え
る
経
験
世
界
に
お
け
る
移
り
変
わ
り
で

あ
り
､
人
間
を
含
ん
だ
自
然
の
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
｡
そ
れ
は
率
直
に

｢死
｣
で
あ
り
､
具
体
的
な
何
か
の

｢終

わ
り
｣
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
を
日
本
人
の
無
常
観
の
特
徴
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
｡
仏

教
的
枠
組
み
の
中
に
限
っ
て
み
て
も
､
日
本
に
は
'
イ
ン
ド
の
よ

う
な
超
自
然
的
､
超
経
験
的
時
間
で
あ
る
剥
那
滅
の
分
析
と
探
求

は
存
在
し
な
い
｡
｢剰
那
滅
｣
と
い
う
語
は
知
ら
れ
て
い
た
が
､

そ
れ
を
存
在
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
論
理
的
に
証
明
す
る
こ

と
も
な
か
っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
日
本
に
哲
学
的
思
考
が

な
か
っ
た
こ
と
の
1
根
拠
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
C
,)の
日

本
的
特
徴
は
,
仏
教
の
伝
来
と
発
展
の
歴
史
的
背
景
な
ら
び
に
日

本
の
思
想
的
環
境
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
｡
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教
経
典
の
ほ
と
ん
ど
は
イ
ン
ド
に

原
典
を
も
つ
も
の
の
漢
訳
で
あ
る
が
､
そ
の
理
解
の
仕
方
に
は
'

中
国
的
受
容
と
解
釈
が
多
く
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
｡
中
世
に
鎌
倉

新
仏
教
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
浄
土
宗
､
禅
宗
は
中
国
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
ま
ま
の
形
の
教
義
を
イ
ン
ド
仏
教
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に
探
す
こ
と
は
難
し
い
｡
｢剃
那
滅
論
｣
に
代
表
さ
れ
る
認
識
論
､

論
理
学
は
法
相
宗
を
と
お
し
て
一
部
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
､

中
国
に
お
い
て
も
､
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
も
決
し
て
多
く
の
人

の
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
そ
の
後
も
'
日
本
の
仏
教

徒
は
､
た
と
え
ば
神
道
や
儒
教
の
徒
に
対
し
て

｢す
べ
て
の
も
の

の
無
常
｣
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
的
な
状
況
を
経
験

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
日
本
古
来
の
神
々
は
不
死
で

あ
る
に
し
て
も
､
絶
対
神
'
救
済
者
と
し
て
の
性
格
は
薄
い
｡
天

皇
の
永
遠
性
は
､
万
世

1
系
と
い
う
皇
統
に
あ
る
C
神
格
化
し
て

紀
ら
れ
た
英
雄
や
英
霊
の
永
遠
性
は
､
現
実
の
死
を
へ
な
け
れ
ば

獲
得
さ
れ
な
い
｡
こ
の
世
の
森
羅
万
象
が
無
常
で
あ
る
こ
と
は
誰

し
も
が
認
め
､
そ
の
存
在
の
根
底
に
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
永
遠

の
原
理
を
想
定
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
諸
行
無
常
は
論
争
の
種

に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
C
そ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
､

真
実
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
一
方
で
､
永
遠
な
も
の
へ
の
徹
底
し
た

拒
絶
も
日
本
に
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

日
本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
経
典
の
主
な
も
の
は
大
乗
仏
教
の
時
代

の
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
た
と
え
ば

『法
華
経
』
が
説
く

｢久

遠
の
プ
ツ
ダ
｣
'
浄
土
経
典
が
描
く
極
楽
浄
土
と
阿
弥
陀
如
来
'

『華
厳
経
』
や

『大
日
経
』
の
主
尊
に
し
て
宇
宙
に
遍
満
す
る
毘

慮
遮
那
仏
'
別
名
大
日
如
来
な
ど
'
永
遠
の
世
界
と
尊
格
が
登
場

す
る
｡
諸
行
無
常
の
教
義
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
､

こ
れ
ら
の
経
典
の
思
想
は
､
二
つ
の
異
な
っ
た
方
向
へ
の
仏
教
思

想
の
発
展
を
促
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ひ
と
つ
は
､
浄
土
信
仰

に
代
表
さ
れ
る
'
無
常
に
し
て
苦
し
み
に
み
ち
た
現
実
世
界
と
彼

岸
の
極
楽
浄
土
と
い
う
永
遠
世
界
の
対
峠
で
あ
る
Q
A)
の
二
つ
の

世
界
は
断
絶
し
て
お
り
'
人
は
阿
弥
陀
仏
の
力
を
頼
っ
て
念
仏
に

よ
っ
て
死
後
の
往
生
を
願
う
の
み
で
あ
る
｡
い
ま
ひ
と
つ
は
､
現

実
世
界
の
肯
定
的
受
容
で
あ
る
｡
諸
行
無
常
が
ま
ざ
れ
な
き
真
実

で
あ
る
以
上
へ
そ
こ
に
こ
そ
ブ
ツ
ダ
が
説
く
真
理
が
内
在
し
て
い

る
の
だ
か
ら
､
無
常
の
現
実
世
界
と
別
に
浬
葬
や
浄
土
を
求
め
る

必
要
は
な
い
､
無
常
な
経
験
世
界
に
こ
そ
悟
り
の
世
界
が
あ
る
と

い
う
思
想
で
あ
る
.
前
者
は
浄
土
教
と
し
て
中
国
で
形
成
さ
れ
'

日
本

へ
来
て
天
台
宗
の
念
仏
修
行
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
他
力
を
頼

る
往
生
念
仏
を
主
と
す
る
法
然
､
親
鷲
の
浄
土
宗

へ
と
展
開
す
る
｡
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後
者
は
､
密
教
な
ら
び
に
華
厳
哲
学
の
思
想
で
あ
り
､
と
く
に
中

国
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

『大
乗
起
信
論
』
に
も
と
づ
く
日

本
天
台
本
覚
思
想
を
生
ん
だ
｡
｢本
覚
｣
と
は
本
来
の
覚
り
の
意

味
で
あ
り
､
無
常
な
現
実
の
事
象
の
中
に
真
理
の
顕
現
を
見
る
こ

と
で
あ
る
ご
)れ
は
イ
ン
ド
で
考
え
ら
れ
て
い
た
｢如
来
歳
｣
｢仏

性
｣
と
い
っ
た
ブ
ツ
ダ
に
な
る

(悟
り
を
得
る
)
ポ
テ
ン
ス
が
ポ

テ
ン
ス
に
と
ど
ま
ら
ず
､
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
､
ま
た
内
在

原
理
で
は
な
く
'
明
ら
か
な
も
の
と
し
て
､
人
間
の
み
な
ら
ず
草

木
悉
土
に
顕
わ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｢即
身
成
仏
｣

｢煩
悩
即
菩
提
｣
｢生
死
即
浬
磐
｣
な
ど
の
言
葉
は
､
こ
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
た
2
｡
O
無
常
な
る
婆
婆
世
界
と
対
峠
す
る
理
想
世
界

は
､
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
必
要
は
な
い
c
A)の
婆

婆
世
界
に
こ
そ
実
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

平
安
時
代
後
期
､
天
台
宗
比
叡
山
の
教
学
と
し
て
成
熟
期
を
む

か
え
た
こ
の
天
台
本
覚
思
想
は
､
実
は
中
世
の
ひ
と
つ
の
隠
れ
た

思
想
潮
流
で
あ
っ
た
｡
こ
の
思
潮
は
､
文
学
と
も
決
し
て
無
縁
で

は
な
い
｡
中
世
文
学
が
達
成
し
た
無
常
概
念
の
具
象
化
､
ヴ
ィ
ジ

ュ
ア
ル
化
は
､
そ
れ
自
体
が
無
常
の
カ
タ
ル
シ
ス

(浄
化
)
で
あ

る
Q
老
い
､
病
に
弱
っ
た
人
間
の
姿
は
哀
れ
に
し
か
見
え
な
い
O

血
の
海
に
倒
れ
た
腐
臭
漂
う
戦
場
の
死
体
は
恐
怖
と
苦
痛
を
起

こ
さ
せ
る
の
み
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
無
常
が
花
と
散
る

英
雄
の
姿
に
映
し
出
さ
れ
､
そ
こ
に
花
そ
の
も
の
が
重
ね
ら
れ
る

な
ら
､
そ
の
無
常
の
絵
は
美
へ
と
変
貌
す
る
｡
人
は
言
葉
に
よ
っ

て
む
ご
い
現
実
の
浄
化
を
は
か
っ
た
Q
だ
と
す
れ
ば
､
天
台
本
覚

思
想
は
'
思
想
に
よ
る
無
常
の
観
念
的
カ
タ
ル
シ
ス

(浄
化
)
で

あ
る
Q
だ
が
､
現
実
世
界
が
理
想
世
界
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
こ
と

で
浄
化
さ
れ
る
一
方
､
目
指
さ
れ
る
べ
き
浬
磐
の
姿
は
現
実
の
無

常
世
界
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
道
が
か
す

ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
O

人
間
の
実
際
の
苦
し
み
は
癒

さ
れ
ま
い
｡
天
台
本
覚
思
想
の
成
熟
は
耽
溺
と
停
滞
を
生
む
と
同

時
に
､
そ
れ
へ
の
不
満
か
ら
新
し
い
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
を
創
り
出
し

た
Q
浄
土
宗
､
日
蓮
宗
､
禅
宗
と
い
っ
た
鎌
倉
薪
仏
教
に
と
っ
て
､

こ
の
思
想
は
母
体
で
あ
る
と
同
時
に
越
え
る
べ
き
父
権
と
な
っ

た
の
で
あ
る
｡

唐
木
順
三
に
よ
っ
て

｢無
常
の
形
而
上
学
｣
を
帰
せ
ら
れ
た
道

元

二

二
〇
〇
-
1
二
五
三
)
も
天
台
本
覚
思
想
の
洗
礼
を
受
け
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な
が
ら
'
そ
れ
へ
の
疑
問
を
抱
い
て
比
叡
山
を
捨
て
た
0
人
が
本

来
悟
っ
て
い
る
も
の
な
ら
､
い
っ
た
い
な
ぜ
諸
仏
は
修
行
し
た
の

か
Q
と
も
す
れ
ば
修
行
無
用
論
に
お
ち
い
る
天
台
本
覚
思
想
を
批

判
し
､
道
元
は
修
行
す
な
わ
ち

｢行
動
｣
の
中
に
本
覚
の
実
現
を

見
出
す
｡
無
常
な
現
実
を
受
け
容
れ
､
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
生
き

る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
無
常
観
の
次
な
る
発
展
を
見
る
の
は
私
だ

け
で
あ
ろ
う
か
｡
確
か
に
道
元
の
主
著

『
正
法
眼
蔵
』
に
は
､
無

常
や
時
間
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
が
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
彼
は

無
常
を
超
自
然
的
な
時
間
単
位
で
あ
る
剃
郡
に
置
き
換
え
て
推

論
し
た
り
､
論
証
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
｡
イ
ン
ド
的
メ
タ

･

フ
ィ
ジ
ク
ス

(形
而
上
学
)
は
彼
に
は
な
い
｡
彼
が
強
調
す
る
の

は
む
し
ろ
､
そ
の
無
常
と
い
う
真
実
が
す
べ
て
の
も
の
に

｢現
成

す
る
｣
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
抽
象
的
真
理
と
し
て
の
無
常

を
捨
て
､
血
肉
を
え
て
具
体
的
な
姿
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
無
常

を
と
る
も
の
で
あ
る
｡
時
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま

さ
に
中
世
に
共
通
の
無
常
観
で
あ
る
｡
そ
れ
を
さ
ら
に

｢仏
性
｣

だ
と
い
い
切
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
､
天
台
本
覚
思
想
の
影
響
が

色
濃
く
映
し
出
さ
れ
る
2
1
｡

｢こ
の
壷
界
の
頭
々
物
々
を
'
時
な
り
と
戯
見
す
べ
し
｡
=
･

‥
･し
か
あ
れ
ば
'
松
も
時
な
り
､
竹
も
時
な
り
｡
-
-
有
時

に
経
歴
の
功
徳
あ
り
｡
-
…
経
歴
は
､
た
と
へ
ば
春
の
ご
と

し
｡
春
に
許
多
般
の
様
子
あ
り
｡
こ
れ
を
経
歴
と
い
う
｡
外

物
な
き
に
経
歴
す
る
と
参
学
す
べ
L
o
･･････山
も
時
な
り
､

海
も
時
な
り
｡
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
山
海
あ
る
べ
か
ら
ず
2
2
｡｣

｢し
か
あ
れ
ば
'
無
常
の
み
づ
か
ら
無
常
を
説
著
､
行
著
､

証
書
せ
ん
は
'
み
な
無
常
な
る
べ
L
o
･･････し
か
あ
れ
ば
､

草
木
叢
林
の
無
常
な
る
､
す
な
は
ち
仏
性
な
り
｡
人
物
身
心

の
無
常
な
る
､
こ
れ
仏
性
な
り
O
国
土
山
河
の
無
常
な
る
､

こ
れ
仏
性
な
る
に
よ
り
て
な
り
｡
阿
蒋
多
羅
三
森
三
菩
提
こ

れ
仏
性
な
る
が
ゆ
へ
に
無
常
な
り
､
大
般
浬
襲
こ
れ
無
常
な

る
が
ゆ
へ
に
仏
性
な
り
2
3
｡
｣

そ
れ
で
は
無
常
す
な
わ
ち
仏
性
だ
と
す
れ
ば
'
我
々
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
c
r
l
向
に
坐
禅
弁
道
｣
す
る
こ
と
で
あ
る
Q
離

れ
る
べ
き
は
無
常
の
世
界
で
は
な
く

｢自
己
の
は
か
ら
い
｣
で
あ
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る
O
禅
宗
の
修
行
と
は
坐
禅
ば
か
り
で
は
な
く
行
住
坐
臥
の
す
べ

て
に
わ
た
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
す
べ
て
の
日

常
の
行
動
に
お
い
て
自
己
を
わ
す
れ
､
自
己
の
計
ら
い
を
捨
て
て
'

そ
こ
に
仏
性
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
に
中
世
日
本

の
経
験
的
'
肯
定
的
無
常
観
は
､
無
常
を
そ
の
ま
ま
に
生
き
ろ
､

と
い
う
積
極
的
行
動
論

へ
と
発
展
し
て
い
く
思
想
的
裏
づ
け
を

見
出
す
で
あ
ろ
う
｡
無
常
観
は
も
は
や
嘆
き
で
は
な
い
｡
現
実
に

立
ち
向
か
っ
て
生
き
る
デ

ユ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

(原
動
力
)
で
あ
る
｡

無
常
を
受
け
容
れ
て
､
し
か
も
無
常
な
る
も
の
に
執
着
せ
ず
､

日
々
を
生
き
る
こ
と
､
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
無
常
と
い
う
真
実
を
自

ら
証
明
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
､
捜
索
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
こ
で
､
ブ
ツ
ダ
の
最
後
の
言
葉

｢も
ろ
も
ろ
の
作
ら
れ
た
も
の

は
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
｡
怠
る
こ
と
な
く
勤
め
よ
｣
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
プ
ツ
ダ
は
決
し
て
日
々
の

修
行
に
浬
輿
の
実
現
が
あ
る
と
教
え
た
こ
と
は
な
い
｡
浬
集
は
あ

く
ま
で
最
終
的
な
ゴ
ー
ル
で
あ
っ
た
C
道
元
は
､
浬
嚢
も
ま
た
無

常
だ
と
い
う
｡
捜
索
は
今
こ
の
一
刻
に
実
現
さ
れ
､
去
る
｡
そ
し

て
ま
た
次
の
行
住
坐
臥
に
実
現
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
思
想
は
イ

ン
ド
に
は
な
い
｡
日
本
の
中
世
と
い
う
社
会
と
'
禅
宗
､
天
台
本

覚
思
想
と
の
融
合
が
､
道
元
と
い
う
思
想
家
を
得
て
､
結
実
し
た

時
代
の
果
実
で
あ
ろ
う
｡

無
常
の
言
葉
が
文
学
を
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
中
世
の
時
代
は
､

武
士
の
台
頭
に
よ
る
戦
乱
の
世
の
到
来
に
､
仏
法
が
滅
び
る
と
い

う
末
法
思
想
が
重
ね
合
わ
さ
れ
､
無
常
の
現
実
の
自
覚
と
そ
の
文

学
的
浄
化
､
思
想
的
洞
察
を
も
た
ら
し
た
が
､
時
代
の
主
役
と
な

っ
た
武
士
た
ち
に
は
無
常
感
な
ど
と
い
う
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ

ム
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
｡
都
の
み
や
び
な
世
界
に
比
し

て
'
東
国
出
身
の
荒
く
れ
武
士
た
ち
は
本
来
文
化
な
ど
と
は
程
遠

い
も
の
と
し
て
登
場
し
た
O
『
平
家
物
語
』
と
て
､
内
容
は
そ
の

冒
頭
ほ
ど
詠
嘆
的
で
は
な
い
O
主
人
公
で
あ
る
武
士
た
ち
は
､
戦

い
を
生
業
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
彼
ら
に
と
っ
て
死
は
日
常
の
こ

と
で
あ
っ
た
Q
死
の
自
覚
と
は
無
常
の
自
覚
に
は
か
な
ら
な
い
O

無
常
を
生
き
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
物
語
や
歴
史
に

登
場
す
る
武
士
た
ち
の
う
ち
に
は
､
極
楽
浄
土
に
救
済
を
求
め
る

者
や
､
鎌
倉
武
士
の
よ
う
に
禅
宗
に
親
近
感
を
示
す
者
､
宮
本
武

蔵
の
よ
う
に

｢神
仏
を
頼
ま
ず
｣
と
い
う
者
な
ど
様
々
で
､
さ
む
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ら
い
文
化
と
仏
教
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
O
そ
も
そ

も
殺
人
者
で
あ
る
武
士
に
､
仏
教
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
の
か

ど
う
か
｡
単
純
に
精
神
修
養
や
立
合
い
で
の
集
中
力
を
高
め
る
た

め
に
坐
禅
な
ど
を
役
立
て
た
こ
と
も
あ
ろ
う
｡
常
に
死
に
直
面
す

る
職
業
柄
'
精
神
的
な
も
の
へ
の
希
求
は
お
の
ず
と
高
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
､
武
士
が
自
ら
の
理
想
の
生
き
方
'
死
に
方
に
つ
い

て
語
る
よ
う
に
な
る
の
は
､
む
し
ろ
徳
川
の
太
平
の
世
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
O

武
士
が
語
る
ド
ラ
イ
な
無
常
観
､
禅
へ
の
親
近
感
を
代
表
す
る

の
が

『葉
隠
』
で
あ
ろ
う
｡
語
り
手
で
あ
る
山
本
常
朝

二

六
五

九
-
1
七

一
九
)
は
'
佐
賀
県
鍋
島
藩
の
さ
む
ら
い
で
､
主
君
光

茂
が
死
ん
だ
と
き
に
追
い
腹
を
切
ろ
う
と
し
た
が
許
さ
れ
ず
､
出

家
隠
遁
し
た
｡
元
禄
も
過
ぎ
た
平
和
の
只
中
で

｢武
士
道
と
は
死

ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
｣
と
語
っ
た
こ
の
書
物
は
､
後
に
近
代
戦

争
の
際
に
軍
隊
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
'
誤
解
を
受
け
て

き
た
が
'
最
後
に
切
腹
し
た
日
本
人
'
三
島
由
紀
夫
が
座
右
の
書

と
し
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
｡
常
朝
は
四
十
二
歳
で
出

家
す
る
以
前
か
ら
禅
に
は
親
し
ん
で
お
り
'
『葉
隠
』
に
も
臨
済

宗
'
曹
洞
宗
の
僧
侶
の
逸
話
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
常
朝
が

武
士
道
と
禅
修
行
と
の
間
に
見
出
し
た
共
通
点
は
､
今
の
こ
の
一

時
を
生
き
る
と
い
う
集
中
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は

｢平
生
の
死
の
覚

悟
｣
で
あ
る
｡
な
ぜ
平
和
な
世
に
'
死
の
覚
悟
が
必
要
か
｡
そ
れ

は
'
戦
場
で
な
く
と
も
､
武
士
で
な
く
と
も
､
人
間
な
ら
い
つ
で

も
死
に
う
る
こ
と
が
真
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
死
は
理
不
尽
に

や
っ
て
く
る
｡
武
士
な
ら
ば
な
お
さ
ら
､
理
不
尽
と
無
常
は
日
常

の
真
実
な
の
で
あ
る
C
な
ら
ば
､
先
に
死
ん
で
お
け
､
と
常
朝
は

い
う
｡

｢貴
と
な
く
､
賎
と
な
く
､
老
と
な
く
'
少
と
な
く
､
悟
り

て
も
死
､
迷
ふ
て
も
死
O
さ
て
も
死
る
歳
.
我
人
死
と
云
事

し
ら
ぬ
で
は
な
し
｡
こ
こ
に
奥
の
手
有
り
｡
死
と
知
て
は
居

る
が
､
皆
人
死
は
て
て
か
ら
､
我
は
終
に
死
事
の
様
に
覚
て
､

今
時
分
に
て
は
な
し
と
お
も
ふ
て
居
る
な
り
｡
は
か
な
き
事

に
て
は
な
き
ゃ
O
何
も
か
も
益
に
た
た
ず
､
夢
の
中
の
た
は

ぶ
れ
也
｡
箇
様
に
お
も
ひ
て
油
断
し
て
な
ら
ず
､
足
下
に
来

る
事
な
る
ほ
ど
に
､
随
分
精
を
出
し
て
早
く
仕
廻
筈
な
り
｡
｣
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(二
-
五
六
)

｢必
死
の
観
念
､
1
日
仕
限

(し
き
り
)
に
な
す
べ
L
o
毎

朝
へ
身
心
を
静
め
､
弓
'
鉄
砲
'
槍
'
太
刀
に
て
ず
た
ず
た

に
な
り
､
大
波
に
打
ち
取
ら
れ
'
大
火
の
中
に
飛
び
入
り
､

雷
電
に
打
ち
ひ
し
が
れ
､
大
地
震
に
て
ゆ
り
込
ま
れ
'
数
千

丈
の
お
き
に
飛
び
込
み
､
病
死
､
頓
死
の
死
期
の
心
を
観
念

し
､
毎
朝
僻
怠
な
く
死
し
て
置
ぐ
べ
し
.
古
老
の
云
う
'
軒

を
出
ず
れ
ば
死
人
の
中
､
門
を
出
ず
れ
ば
敵
を
見
る
'
と
也
｡

用
心
の
事
に
あ
ら
ず
O
前
方

(ま
え
か
た
)
に
て
死
て
置
く

な
り
.｣
(十

1
-
1
三
三
)

武
士
に
と
っ
て
､
無
常
と
は
す
な
わ
ち
肉
体
的
死
で
あ
り
､
そ
れ

以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
｡
肉
を
切
ら
れ
'
血
を
流
す
こ
と

で
あ
る
O
そ
の
死
の
自
覚
を
行
動
原
理
と
し
､
自
己
の
計
ら
い
を

捨
て
､
し
か
も
救
済
と
も
浬
輿
と
も
縁
な
く
､
覚
悟
を
も
っ
て

日
々
の
修
行

(勤
め
)
に
専
心
す
る
｡
戦
い
で
あ
っ
て
も
､
奉
公

で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
｡
ほ
か
に
何
も
求
め
る
べ
き
も

の
は
な
い
O
中
国
伝
来
の
禅
宗
に
､
師
や
仏
へ
の
執
着
を
諌
め
た

｢祖
に
逢
っ
て
は
仏
を
殺
す
｣
(逢
祖
殺
俳
)
と
い
う
言
葉
が
あ

る
が
､
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
禅
へ
の
親
近
感
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
｡｢端

的
只
今
の
一
念
よ
り
外
は
こ
れ
な
く
侯
｡
一
念
々
々
と

重
ね
て
一
生
な
り
｡
こ
こ
に
覚
え
つ
き
侯

へ
ば
､
外
に
忙
し

き
事
も
な
く
､
求
む
る
こ
と
も
な
し
o
こ
こ
の
一
念
を
守
っ

て
暮
す
ま
で
な
り
.
｣
(二
I

l
七
)

こ
の
よ
う
な

『葉
隠
』
の
武
士
道
を
､
ひ
と
つ
の
無
常
観
と
と
ら

え
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
シ
ン
プ
ル
に
し
て
か
つ
行
動
原
理
と
し
て

は
た
ら
く
無
常
観
だ
と
い
え
よ
う
.
武
士
道
と
は
､
武
士
と
い
う

戦
闘
集
団
に
し
て
特
殊
な
社
会
階
層
の
み
の
規
範
だ
が
､
常
朝
は
'

平
和
な
が
ら
封
建
制
度
に
縛
ら
れ
た
不
自
由
な
境
遇
に
あ
る
江

戸
時
代
の
武
士
た
ち
の
精
神
に
風
穴
を
開
け
よ
う
と
し
た
｡
死

へ

の
準
備
は
'
精
神
の
自
由
へ
と
道
を
開
く
｡
ゆ
え
に
常
朝
の
無
常

観
に
は
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
調
子
は
な
い
｡
『葉
隠
』
は
処
世

訓
に
も
富
ん
で
い
る
が
'
1
方
で
｢死
に
狂
い
｣を
力
説
し
な
が
ら
､
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他
方
で
次
の
よ
う
な
こ
と
も
い
っ
て
み
せ
る
C

｢人
間

1
生
誠
に
わ
づ
か
の
事
な
り
Q
好
い
た
事
を
し
て
暮

ら
す
べ
き
な
り
｡
夢
の
間
の
世
の
中
に
､
す
か
ぬ
事
ば
か
り

し
て
苦
を
見
て
暮
す
は
愚
な
る
こ
と
な
り
｡
こ
の
事
は
'
悪

し
く
聞
い
て
は
害
に
な
る
事
故
'
若
き
衆
な
ど
へ
終
に
語
ら

ぬ
奥
の
手
な
り
｡
我
は
寝
る
事
が
好
き
な
り
｡
今
の
境
涯
相

応
に
､
い
よ
い
よ
禁
足
し
て
､
寝
て
暮
す
べ
L
と
思
ふ
な

り
｡
｣
(ニ
ー
八
六
)

理
不
尽
に
し
て
束
縛
ば
か
り
の
社
会
で
ど
う
自
由
な
心
で
生
き

る
か
.
そ
の
た
め
に
前
も
っ
て
死
ん
で
お
く
の
で
あ
る
｡
『葉
隠
』

は
'
実
に
窮
屈
で
不
自
由
な
時
代
の
産
物
で
あ
り
､
そ
の
無
常
観

は
不
自
由
の
打
破

へ
の
行
動
原
理
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

無
常
を
現
実
の
も
の
と
し
て
自
覚
し
､
洞
察
す
る
こ
と
か
ら
出

発
し
､
そ
の
苦
し
み
を
離
れ
る
道
を
模
索
す
る
｡
中
世
と
い
う
時

代
は
ま
さ
に
こ
の
間
題
を
火
急
な
も
の
と
し
て
つ
き
つ
け
た
｡
そ

の
助
け
と
し
て
日
本
人
は
多
く
の
仏
典
､
仏
教
者
の
言
葉
を
頼
り

と
し
て
き
た
｡
イ
ン
ド
以
来
の
諸
行
無
常
偶
が
説
い
て
き
た
無
常

を
､
具
体
的
な
意
味
に
お
い
て
､
経
験
的
無
常
と
し
て
､
日
本
人

は
理
解
し
た
o
し
か
し
な
が
ら
､
異
な
っ
た
時
代
､
社
会
的
環
境

に
応
じ
て
'
そ
の
道
は
多
様
に
展
開
し
う
る
｡
散
る
桜
に
疾
し
'

滅
び
に
美
を
見
出
し
､
文
学
的
表
現
を
凝
ら
す
の
も
､
無
常
な
る

む
ご
い
現
実
の
カ
タ
ル
シ
ス

(浄
化
)
な
ら
､
日
々
を
潔
く
生
き

る
も
ま
た
無
常
を
克
服
す
る
智
慧
で
あ
ろ
う
｡

あ
な
た
は
砥
圃
精
舎
の
鐘
の
声
に
ど
の
よ
う
に
無
常
偶
を
聞

く
だ
ろ
う
か
｡

ー
大
正
新
修
大
蔵
経
四
五
巻

t
八
九
九
番
｡
こ
の
経
典
は
砥
園
精
舎

の
建
物
の
配
置
､
祭
ら
れ
た
仏
像
の
配
置
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
｡

唐
の
高
宗
は
'
都
､
長
安
に
玄
襲
三
蔵
の
た
め
に
西
明
寺
と
い
う
寺

を
創
建
し
た
が
'
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
砥
園
精
舎
を
摸
し
た
も
の
と
い

わ
れ
る
｡
こ
の
経
典
は
､
あ
る
い
は
そ
の
建
立
に
関
わ
る
も
の
か
｡

奥
書
に
は
'
天
台
宗
の
円
珍

(八

一
五
-
八
九
二
)
が
唐
か
ら
日
本

へ
持
ち
帰
っ
た
と
あ
る
｡

2
同
八
九
三
頁
｡

3

『往
生
要
集
』
(岩
波
日
本
思
想
大
系
六
'
1
九
七
〇
)
四
九
貢
o

｡

『ブ
ツ
ダ
最
後
の
旅
』
(埋
葬
経
)'
中
村
元
訳
'
岩
波
文
庫
'

一

六
〇
頁
､
『ブ
ツ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば

(ダ
ン
マ
バ
グ
)'
感
興
の
こ

と
ば
(ゥ
ダ
ー
ナ
ヴ
ア
ル
ガ
)』
中
村
元
訳
'
岩
波
文
庫
'
〓
ハ
一
貫

参
照
｡

5
大
乗
仏
教
系
の
浬
嚢
経
で
あ
る
｡
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
漢
訳
の
み
現

存

す
る
｡
大
正
新
修
大
蔵
経
三
七
四
-
三
七
六
番
0

6
弘
法
大
師
空
海
に
よ
っ
て
中
国
よ
り
伝
え
ら
れ
た
焚
字
悉
曇
は
日

本

語
の
五
十
音
の
設
定
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
'

平
安
時
代
に
は
四
十
七
音
か
ら
な
る

｢い
ろ
は
歌
｣
に
先
ん
じ
て
､

四
十
八
音
か
ら
な
る

｢あ
め
つ
ち
の
歌
｣
も
作
ら
れ
た
｡
｢天
へ
地
､

星
'
空
'
山
'
川
､
峰
'
谷
'
雲
'
霧
､
室
'
苔
'
人
'
犬
'
上
'

末
'
硫
黄
'
猿
'
生
ふ
せ
よ
'
榎
の
枝
を
､
馴
れ
居
て
｡
｣
｢い
ろ
は

歌
｣
は
実
際
に
は
空
海
よ
り
も
後
の
平
安
時
代
末
期
に
作
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
O

7
当
時
の
綴
り
字
で
は
清
音
と
濁
音
の
区
別
が
な
く
､
こ
こ
は

｢ゆ

め

み
し
｣
と
あ
り
'
｢夢
を
見
た
｣
と
い
う
過
去
の
意
味
か
､
｢夢
を

見
な
い
｣
と
い
う
否
定
の
意
味
か
､
ふ
た
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る

が
'
否
定
で
理
解
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
｡

さ

『御
文
』
五
-
十
六

二

生
過
ぎ
易
し
o
(中
略
)
我
や
先
､
人
や

先

､
今
日
と
も

知
ら
ず
､
明
日
と
も
知
ら
ず
O
お
く
れ
先
だ
つ
人
は
'

木
の
雫
､
未
の
露
よ
り
も
繁
L
と
い
へ
り
｡
さ
れ
ば
朝
に
は
紅
顔
あ

り
て
､
夕
に
は
白
骨
と
な
れ
る
身
な
り
｡
す
で
に
無
常
の
風
来
り
ぬ

れ
ば
､
す
な
は
ち
二
つ
の
眼
､
た
ち
ま
ち
に
閉
じ
､

t
つ
の
息
な
が

く
絶
え
ぬ
れ
ば
､
紅
顔
む
な
し
く
変
じ
て
'
桃
李
の
装
を
失
ひ
ぬ
る

と
き
は
'
六
親
'
看
属
集
ま
り
て
嘆
き
悲
し
め
ど
も
更
に
そ
の
甲
斐

あ
る
べ
か
ら
ず
O
さ
て
L
も
あ
る
べ
き
事
な
ら
ぬ
ば
と
て
'
野
外
に

送
り
て
夜
半
の
煙
と
果
て
ぬ
れ
ば
'
た
だ
白
骨
の
み
ぞ
残
り
け
り
O
J

9
唐
木
順
三

二

九
〇
四
-

一
九
八
〇
)
『無
常
』
(筑
摩
書
房
'

一

九

六
五
)
二
〇
四
-

二
〇

五
頁
c

l
｡
渡
辺
貞
麿
『平
家
物
語
の
思
想
』
(京
都
､

一
九
八
九
)
に
は
こ

の

点
か
ら
の
小
林
批
判
が
あ
る
｡

1
1
諸
行
の
無
常
､
苦
､
t
切
法
の
無
我
と
し
て
そ
れ
は
説
か
れ
る
｡

1
2

『プ
ツ
ダ
最
後
の
旅
』

一
五
八
貢
｡

1
3

『ブ
ツ
ダ
の
こ
と
ば
』
中
村
元
訳
'
岩
波
文
庫
､

一
〇
八
-

一

〇

九
頁
｡

14
『
イ
ン
ド
詩
集

夢
幻
の
愛
』
上
村
勝
彦
訳

(春
秋
社
'
t
九
九

八

)

一
五
九
頁
｡

1
5
同

t
六
一
頁
｡

1
6

同

一
七

-
貢
0

1
7

た
と
え
ば
七
世
紀
の
仏
教
論
理
学
者
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次

の

よ
う
な
論
証
式
を
示
し
て
い
る
｡
｢何
で
あ
れ
作
ら
れ
た
も
の
は

す
べ
て
無
常
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
壷
な
ど
の
ご
と
し
.
声
も
ま
た
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
ゆ
え
に
声
は
無
常
で
あ
る
｡｣
(
『認
識
根
拠

の
解
説
』
P
raw-arJL7VarEtikasvavT･tti,
G
rLOli
ed
.,九
七
頁
)
こ
の
論

証
は
'
仏
教
徒
で
は
な
い
が
や
は
り

声
の
無
常
性を
主
張
す
る
ニ
ヤ

ー
ヤ
学
派
に
よ
っ
て
も
'
常
住
な
ア
ー
ト
マ
ン
と
対
比
さ
れ
､
用
い

5 1



ら
れ
て
い
る
｡
｢
(命
題
)
声
は
無
常
で
あ
る
｡
(理
由
)
な
ぜ
な
ら

ば
そ
れ
は
生
じ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
｡
(例
)
皿
な
ど
の
物
質
は
'
生

じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
'
無
常
で
あ
る
｡
(適
用
)
同
様
に
声
も
ま
た

生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
C
(結
論
)
ゆ
え
に
声
は
無
常
で
あ
る
｡
-

-
･
声
は
無
常
で
あ
る
｡な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
生
じ
て
く
る
も
の
だ
か

ら
｡
ア
ー
ト
マ
ン
な
ど
の
物
質
は
'
生
じ
て
こ
な
い
も
の
で
あ
り
､

常
住
だ
と
知
ら
れ
る
｡
だ
が
声
は
生
じ
て
こ
な
い
も
の
で
は
な
い
O

ゆ
え
に
声
は
'
生
じ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
無
常
で
あ
る
｡
｣
(
『
ニ
ヤ

ー
ヤ
･
ス
ー
ト
ラ
解
説
』
N
y
骨
abftaD
,a.
Td
lang
a
ed
.,
四
四
頁
)

18
仏
教
徒
は
t
は
た
ら
き
の
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
と
考
え
､

常

住
な
も
の
は
は
た
ら
き
が
な
い
の
で
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
O

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
る
論
証
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡
｢何
で
あ

れ
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
剰
那
滅
で
あ
る
｡
も
し
剰
那
滅
で
な
け

れ
ば

(=
常
住
な
ら
ば
)'
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら

ば
そ
れ
は
作
用
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
存
在
す
る
も
の
は
作
用

を
特
徴
と
す
る
｡｣
(
『論
理
の
一
滴
』
H
etLLbir
tdLJ,Steinkelh
er
ed
.,

四
貢
)

1
9
唐
木
順
三

『無
常
』

一
七
六
-
t
三

九
貢
｡
た
と
え
ば
注
9
に

引

い
た
蓮
如
の

『御
文
』
の
文
は
よ
い
例
で
あ
ろ
う
｡

2
｡

『天
台
本
覚
論
』
(岩
波
日
本
思
想
大
系
九
)
解
説
参
照
0

2
1

『正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
天
台
本
覚
思
想
の
影
響
は
し
ば
し
ば

指

摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
道
元
は

｢修
証

一
如
｣
を
主
張
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
本
覚
思
想
が
修
行
不
用
論
と
な
り
う
る
危
険
を
批

判
L
t
回
避
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
そ
の
最
晩
年
の
十
二
巻
本
『正

法
眼
蔵
』
に
は
､
本
覚
思
想
が
因
果
の
否
定
に
堕
す
る
こ
と
を
批
判

す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
と
'袴
谷
憲
昭
『道
元
と
仏
教
』
(大
蔵
出
版
t

t
九
九
二
)
は
論
じ
て
い
る
｡

2
2

『
正
法
眼
蔵
』
(有
時
)､
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
'
二
五
九

～

二
六
〇
貢
0

23
同

(仏
性
)

二

二
貢
｡

よ
し
み
ず

ち
づ
こ

筑
波
大
学
講
師




