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唐
代
文
人

の
信
仰
の

一
類
型

-
白

居
易
の
場
合
-

篠

原

壽

雄

白
居
易
(
七
七
二
-
八
四
六
)
が
熱
心
な
佛
教
信
者
で
あ
つ
た
こ
と
は
、

既
に
多
く
の
先
人
の
論
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
佛
傳
に
も
逸
話
-

例
え
ば
鳥
案
道
林
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
世
に
傳
わ
り
、
ま
た
七
十
卷

に
及
ぶ
文
集
の
中
に
も
佛
教
・
禪
に
關
す
る
も
の
が
極
め
て
多
く
、
彼
の

信
仰
を
う
つ
し
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
居
易
文
學
の

研
究
に
お
い
て
は
、
佛
教
と
の
關
運
、
特
に
佛
教
が
彼
の
文
學
に
い
か

に
關
係

し
、
ま
た
影
響
を
與
え
た
か
、
な
ど
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論

及
す
る
も
の
は
少
い
。
い
ま
問
題
を
居
易
の
文
學
と
佛
教
-
わ

け
て

も
禪
信
奉
者
と
い
わ
れ
た
居
、易
が
、
晩
年
に
な
つ
て
な
ぜ
淨
土
教
の
信

奉
者
に
な
つ
た
か
。

い
か
な
る
彼
の
精
紳
生
活
が
い
わ
ゆ
る
-
も

ち

ろ
ん
純
粋
な
意
味
で
は
な
い
が
-
宗

教
的
同
信
を
な
さ
し
め
た
か
。

こ
れ
ら
を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

佛
教

が
六
朝
を
經
て
唐
代
に
な
る
と
、
曾
て
の
教
學
的
な
そ
れ
は
衰

退
し
、

よ
り
中
國
社
會
に
根
を
下
し
士
大
夫
の
教
養
と
し
て
の
佛
教
と

な
り
佛
典

と
な
つ
て
き
た
。

こ
の
こ
と
は
士
大
夫
が
自
ら
の
思
想
を
深

く
す
る
爲
に
佛
教
に
親
し
み
佛
典
を
讃
み
、
僧
侶
と
交
わ
り
を
も
つ
に

い
た
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
多
く
の
居
士
の
輩
出
を
見
た
こ
と
に
よ
つ

て
も
充
分
窺
え
る
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
居
士
た
ち
は
、
次
第
に
佛
教
の

重
要
な
捲
い
手
と
な
つ
て
き
た
。
白
居
易
の
時
代
以
降
は
、
こ
の
こ
と

が

一
層
顯
著
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
居
士
が
ひ
ろ
く
宗
教
に
佛
教
に
關
心
を
も
つ
こ
と
は
、

人
間
性

へ
の
自
覺
の
高
ま
り
で
あ
る
。
儒
家
の
經
典
は
主
と
し
て
人
の

世
の
解
脱
の
問
題
に
は
ふ
れ
ぬ
。
人
間
苦
を
煩
悶
を
憂
愁
を
解
決
し
よ

う
と
目
指
す
も
の
、
い
わ
ず
と
そ
れ
は
佛
教
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て

儒
家
の
經
典
に
て
は
味
得
で
き
ぬ
も
の
を
、
無
限
の
佛
智
を
通
し
て
學

ぶ
こ
と
を
欲
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
時
代
と
、
そ
の
お

か
れ
た
立
場
を
無
視
し
て
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
。
彼
の
出
生
の
時
代

は
、
安
史
の
亂
を
去
る
僅
か
七
年

の
後

(七
七
二
年
)
で
あ
り
、
社
會

の
大
き
く
變
貌
す
る
過
渡
期
の
け
わ
し
い
世
相
を
現
わ
し
て
い
た
が
、

反
面
、
寒
族
出
身
者
に
も
科
擧
の
門
が
開
か
れ
て
い
た
時
代
で
も
あ

つ

た
。
居
易
は
二
九
歳
の
年
、
貞
元
十
六
年

(
八
〇
〇
)
に
進
士
に
及
第
し

て
い
る
。
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次
に
、
や
が
て
居
易

の
魂
を
と
ら
え
て
や
ま
ぬ
禪
の
世
界
に

っ
い
て

述
べ
よ
う
。

居
易

の
文
學
を
通
し
て
看
ら
れ
る
の
は
、
著
し
く
濃
厚
な
南
宗
禪
の

色
彩
で
あ
る
。
こ
の
派
の
主
張
は
頓
悟
に
よ

つ
て
要
約
さ
れ
る
が
、
い

ま
こ
の
立
場
を
最
も
端
的
に
示
す
語
を
あ
げ
れ
ば
、
即
心
即
佛

・
非
心

(
2
)

非
佛
で
あ
る
。

こ
の
嚴
し
い
立
場
は
、
唐
代
に
は
馬
祖
道
,一
、(
七
〇
九

r
七
八
八
)
に
よ
つ
て
強
調
さ
れ
た
。
居
易
が
師
と
仰
ぎ
道
交
を
結
ぶ

(3
)

法
友
に
如
満
が
お
る
が
、
彼

こ
そ
は
馬
祖
の
法
嗣
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
馬
祖
に
よ
つ
て
強
調
さ
れ
た
南
宗
禪
の
立
場
は
、
そ
の
ま
ま
如
満
に

承
け
つ
が
れ
居
易
の
精
神
の
大
き
な
糧
に
な
つ
た
こ
と
は
論
を
ま
た
ぬ

と
こ
ろ

で
あ
る
。

(
4
)

馬
祖
は
峻
哨
な
禪
機
も
て
百
丈
懐
悔

(
七
二
〇
-
八

一
四
)
を
打
出

し

て
い
る
。
百
丈
は
禪
院
を
開
創
し
規
矩
を
整
え
、
世
に
い
う
百
丈
清
規

を
攘
述
し
、
も
つ
て
禪
門
の
獨
立
を
全
う
し
た
。

こ
こ
に
禪
宗
は
名
實

と
も
に

一
宗
と
し
て
の
勢
威
を
示
し
、
同
時
に
教
團
と
し
て
の
成
立
を

み
た
わ
け
で
あ
る
。
多
く
の
衆
を
容
れ
る
堂
宇
も
、

こ
れ
を
整
え
る
清

規
も
、
要
す
る
に
南
宗
の
禪
風
が
、
こ
れ
を
必
要
と
す
る
に
到
つ
た
こ

と
を
示
す
。
ま
た
此
の
頃
、

か
の
神
秀
の
北
宗
禪
を
排
撃
し
、
獨
り
南

宗
の
正
統
を
標
傍
し
て
活
躍
し
た
荷
澤
神
會

(
-
七

六
八
)
が
お
り
、

(5
)
 

(6
)

寶
林
傳
、
永
嘉
集
の
編
纂
な
ど
も
あ
り
、
ま
た
獨
自
の
歩
み
を
の
こ
し

た
鹿
居

士
な
ど
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
當
時
の
南
宗
禪
は
よ
り
理
解
さ
れ

よ
う
。
同
時
に
、

こ
の
禪
風
の
士
大
夫
に
與
え
た
影
響
の
は
か
り
し
れ

ぬ
も
の
を
も
つ
趨
勢
も
理
解
に
難
く
な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
特
に
居
易
に
與
え
た
最
も
大
な
禪

の
影
響
を
示
す
語

を
、
馬
祖
の
こ
と
ば
か
ら
抄
出
し
て
み
よ
う
。

若
頓
悟
二自
心
一
、本
來
清
淨
、
元
無
二煩
幅
一
貪
、
無
漏
智
性
、
本
自
具
足
、
此
心

(7
)

清
淨
、
畢
寛
無
レ異
、
(禪
源
諸
詮
集
都
序
、
卷
上
の
一
)

毎
謂
レ衆
日
、
汝
今
各
信
二自
心
是
佛
一
、此
心
郎
是
佛
心
、
是
故
達
摩
大
師
、

從
二南
天
竺
國
一來
、
傳
二上
乗

一
心
之
法
一
、令
二
汝
開
悟
一
、(祖
堂
集
四
、
道

(8
)

一
章
)

夫
求
レ法
者
、
應
レ無
レ所
レ求
、
心
外
無
二別
佛
一
、佛
外
無
二別
心
一
、(同
前
)

こ
れ
ら
の
精
神
は
如
満
と
の
親
交
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
精

紳
の
支
え
で
あ
つ
た
儒
學
、
ま
た
老
莊
の
學
に
よ
つ
て
培
わ
れ
て
き
た

精
神
生
活
の
内
部

へ
、
徐

々
に
滲
透
し
て
い
つ
た
。
い
ま
、
如
上
の
禪

風
の
影
響
の
あ
と
を
と
ど
め
る
も
の
を
、
比
較
的
若
い
頃
の
作
品
か
ら

記
し
て
考
察
の
資
に
し
た
い
。

元
和
五
年
、
居
易
の
三
九
歳
の
時
の
作
、

(上
文
略
)
空
門
の
法
を
學
ば
ず
ん
ば
、
老
病
死
苦
の
憶
み
は
脱
し
え
ら
れ

ぬ
。
無
生
の
心
を
悟
得
し
な
け
れ
ば
、
白
頭
に
な
る
も
天
死
し
た
の
と
同
じ

(
9
)

で
あ
る
(早
硫
レ頭
)

こ
の
頃
以
降
、
禪

・
佛
教
に
關
す
る
詩
作
が
多
い
。
丁
度
こ
ろ
三
歳

に
な
る
長
女
の
金
鑾
を
亡
く
し
て
い
る
。
悲
歎
に
く
れ
る
居
易
は
四
十

歳
で
あ
つ
た
。
作
品
に
佛
語
禪
語
が
豐
富
に
用
い
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
も

つ
て
お
の
が
心
情
を
吐
靈
す
る
の
は
、
果
し

て
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

唐
代
文
人

の
信

仰

の

一
類
型

(
篠

原
)
 

八
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の
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型

(
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原
)
 

九
〇

南
宗

の
禪
風
に
、
次
第
に
心
を
ひ
か
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
作
品
、

(
上
文
略
)
早
年
に
は
身
代
を
以
て
、
直
ち
に
逍
遙
の
篇
に
赴
き
、
近
歳
は

心
地
を
も
つ
て
、
廻
つ
て
南
宗
の
禪
に
向
う
。
外
は
世
間
の
法
に
順
う
も
、

ぞ
く
の
よ

ひ
と
の
よ

心
は
區
中
の
縁
を
超
脱
す
。
進
ん
で
は
朝
市
を
厭
わ
ず
、
退
い
て
は
人
寰

さ

と

り

を
懸

わ
さ
る
境
地

に

い
た

つ
た
、

退

の
境
地
を
得

て
よ
り

足
を
投

う
じ
て

安

ん
ぜ
ざ
る
は
な
く
、
體

は
道
引
に
よ
ら
ず
と
も
適

い
、
心
は
江
湖
に

い
な

く
と
も
穏
か

で
あ
る
。

(
下
略
)

(10
)

杓
直
に
贈
る
詩
、

元
恥
十
年
、
居
易
の
匹
匹
蔵
の
作
で
あ
る
、
既
に

こ
の
頃

の
居
易
の
歩
み
の
中
に
は
、
軍
に
佛
語
を
詩
作
に
み
ご
と
に
應

用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

も
ち
ろ
ん
觀
念
的
な
語
句
を
も
つ
て
詩
の
稱

成
を
な
す
の
で
も
な
い
。
人
間
苦
を
認
め
て
、
こ
こ
に
悩
む
居
易
を
看

る
わ
け

で
あ
る
。
即
ち
、
南
宗
禪
を
信
奉
す
る
居
易
に
と
つ
て
、
既
に

佛
教

・
禪
は
人
の
世
の
矛
盾
と
苦
悩
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
も

の
が
、
己

の
魂
の
淨
化
を
目
指
す
教
義
で
あ
り
、
同
時
に
彼
の
實
踐
と
も
な
つ
て

き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
禪
宗
六
祖
の
慧
能
に
大
鑑
禪
師

の
號
が
詮
ら
れ
た
の

は
、
く
し
く
も

「
贈
杓
直
詩
」
の
作
ら
れ
た
年
、
元
和
十
年
で
あ
る
。

南
宗
の
禪
風
が
愈
、
中
國
の
佛
教
界
に
根
を
下
し
、
そ
の
宗
勢
を
ほ
こ

る
頃
、

居
易
は
と
み
に
禪
に
關
心
を
示
す
。

さ

と

り

頼
い
に
禪
門
の
非
想
定
を
學
び
、
千
愁
も
萬
念
も

一
時
に
空
し
。
(髪
坐
閑

(
1
1
)

吟
)

と
は
、
彼
の
自
得
の
境
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

菩
提
は
處
所
な
く
、
文
言
は
も
と
空
虚
な
り
。
指
を
見
る
は
月
を
知
る
に
非

(12
)

ず
、
筌
を
忘
れ
て
こ
こ
に
魚
を
得
。
(和
季
澄
州
題
阜
開
州
經
藏
詩
)

と
、
悟
境
を
文
字
に
托
く
す
。
元
和
十
四
年
、

四
八
歳
、
忠
州
に
お
け

る
作
で
あ
る
。

指
月
の
喩
え
は
、
彼
の

『
楞
伽
經
』
の

「
如
下
愚
見
レ
指
レ
月
、
觀
レ
指

不
吾
觀
レ
月
、
計
二
著
名
字
一者
、
不
レ見
二我
眞

實
こ

の
偶
ハ
ま
た

「
忘

笙
」
は

『
莊
子

・
外
物
篇
』
に
據
る
が
、
共
に
禪
者
の
好
ん
で
用
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
人
の
語
に
お
の
が
心
境

を
托
く

し
、つ
つ
も
、
「
菩

提
も
と
處
所
な
く
隔

文
字
も
と
空
虚
」
と
、

達
人
の
心
境
を
示
す
。

「
人を
し
て
見
れ
ば
即
心
無
事
な
ら
し
め
、
一
た
び
逢
う
ご
と
に
常
に
道

(93
)

場
」
(贈
僧
三
、
自
遠
禪
,師
)

太
和
六
年
の
作
、
自
違
禪
師
な
る
坐
禪
を
も

つ
て
名
聲
の
高
い
僧
の

風
貌
を
え
が
い
て
、
深
違
な
禪
理
を
聽
く
ま
で
も
な
し
に
、
師
と
對
坐

し
て
禪
寺
に
い
る
だ
け
で
氣
持
が
清
淨
に
な
り
、

一
時
に
煩
悩
が
消
え

失
せ
て
い
く
。
ま
た
俗
の
世
の
諸
々
の
憂
愁
も
う
せ
て
、
身
も
泰
く
心

も
安
ら
け
く
な
る
さ
ま
を
え
が
い
て
同
時
に
禪
僧
の
接
化
ぶ
り
を
髪
髭

と
さ
せ
る
。

居
易
の
六
三
歳
、
太
和
八
年

の
折
り
に
、
禪
宗
經
典
を
讃
ん
だ
境
地

(
1
4
)

を
判
く
す
誰

「
誰

爬
經
」
を
栃
胃
り
る
。

須
ら
く
知
る
べ
し
諸
相
は
み
な
相
に
あ
ら
ず
、
若
し
無
餘
に
住
せ
ば
却
つ
て

有
餘
、
…
…
撮
動
は
こ
れ
禪
、
禪
は
こ
れ
動
、
不
禪
不
動
即
ち
如
々
。

こ
こ
に
は
禪
理
を
求
め
、
禪
理
の
理
解
に
つ
と
め
る
居
易
を
見
出
す
。
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(15
)

こ
の
謂
は
、
次
の
詩
、
即
ち
翌
々
年
、
開
成
元
年
の
作

「
送
李
源
州
詩
」

が
示
し

て
い
る
。

ほ
と
け
の
み
ち

い
さ
さ

君
は
覺

路
に
深
く
意
を
留
め
、
我
も
ま
た
禪
門
に
薄
か
功
を
致
し
た

(身

で
も
)
、
い
ま
だ
病
を
悟
ら
ぬ
う
ち
に
、
先
ず
病
を
除
く
べ
く
、
す
で
に
萬

事
空
な
る
こ
と
を
悟
つ
た
か
ら
に
は
、
空
に
執
著
す
べ
き
で
は
な
い
。

南
宗

の
主
體
性
の
強
い
禪
風
が
窺
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
禪

に
傾
倒

し
て
き
た
居
易
に
も
、
詩
を
捨
て
き
る
こ
と
の
で
き

ぬ
己
を

「
自
解
」
が
示
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
進
士
の
、
居
士
の
宿
命

で
あ
り
、
赤
裸

々
な
居
易
の
歩
み
で
さ
え
あ
る
が
、
こ
の
當
時
の
居
易

の
歩
み
は
複
雑
で
あ
る
。

居
易

が
禪
に
志
向
し
た
さ
ま
を
概
觀
し
た
が
、
彼
に
お
け
る
自
己
救

濟
の
ね
が
い
-
お

の
れ
ひ
と
り
が
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
精
神
生
活
を

探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
居
易
が
淨
土
教
に
對
す
る
關
心
を
考

察
す
る

こ
と
を
始
め
と
す
る
。

壮
年
時
代
の
詩
に
、
淨
土
教
の
思
想
を
窮
わ
し
め
る
も
の
は
殆
ど
見

當
ら
ぬ
が
、
江
州
に
お
け
る
元
和
十
三
年
、

四
七
歳
の
時

の
作
に
、

「
先ず
西
方
極
樂
淨
土
に
行
つ
て
、
そ
の
主
人
と
な
ら
ん
こ
と
を
請
う
が
よ

(
1
7
)

い
」

と
東
西

二
林
寺
の
僧
に
示
し
た
も
の
が
見
え
る
。
な
お
、
こ
の

一
年
前

に
江
州
に
左
遷
さ
れ
た
お
の
が
心
情
を
な
ぐ
さ
め
て

「
西
方
社
内
の
人

(18
)

と
な
る
」
〔
臨
水
坐
〕
と
も
い
つ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
太
和

八
年
、

六

(
1
9
)

三
歳
の
作
に

「
畫
彌
勒
上
生
槙
讃
井
序
」
が
あ
る
。

こ
こ
に
は

「
願
く

は
我
れ
來
生
、
一
時
に
上
生
せ
ん
」
と
う
た
い
、
間
も
な
く
作
つ
た

「
繍

(20
)

西
方
幀
讃
井
序
」
に
も
明
か
に
淨
土
教
に
志
向
し
て
い
る
彼
を
知
る
。

こ
れ
ら
の
詩
作
と
相
前
後
し
て
、
彼
の
愛

息
崔
兒
が
死
ぬ
。
時
に
居

易
六
十
戲
、
太
和
五
年
初
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て

「
東
林
寺
白
氏

文
集
記
」
を
作
る
心
境
に
は
、
文
集
を
托
く
す
べ
き
者
を
う
し
な
つ
た

彼
が
、
晋
の
慧
遠
の
例
に
な
ら
つ
て
己
の
文
集
を
托
く
そ
う
と
す
る
必

死
の
ね
が
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
翌
開
成
元
年
に
も
洛
陽

の
聖
善
寺

(2
2
)

に
六
十
五
卷
の
文
集
を
奉
納
し
て
い
る
が
、

前
年
の
詩
作
と
こ
と
な
り

「
文
集

の
因
縁
に
よ
つ
て
來
生
の
縁
を
結
ぶ
」
願

い
が
強
く
う
た
わ
れ

て
い
る
。

(
2
3
)

更
に
開
成
四
年
に
は
六
十
七
卷
を
編
集
し
て
蘇
州
の
南
禪
院
に
奉
納

し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
彼
は

「
將來
世
世
、
佛
乗
を
讃
じ
て
法
輪
を
韓
ず
る
縁
と
な
ら
ん
こ
と
を
」

と
語
を
つ
く
し
て
、
ひ
た
す
ら
な
願
い
を
こ
め
て
い
る
。
翌
開
成
五
年
、

居
易
六
九
歳
の
春
に
、
壷
家
の
杜
宗
敬
に
鏡
三
萬
を
携

つ
て
、
阿
彌
陀

(24
)

佛
西
方
淨
土
の
絶
を
書
か
せ
て

「
願く
は
こ
の
功
徳
も
て
一
切
衆
生
に
廻
施
し
て
、
三
切
衆
生
と
我
と
同
様

に
老
い
た
る
も
の
、
病
め
る
も
の
を
し
て
、
願
く
は
み
な
苦
を
離
れ
て
樂
を

え
、
惡
を
斷
じ
て
善
を
修
せ
ん
こ
と
を
」

と
、
心
を

こ
め
て
祈

つ
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
じ
頃
、
本
來
佛
で
あ
る
彌
勒
の
天

國

の
縮
を
書

か
せ
て

い

る
。
即
ち
、
「
畫
彌
勒
上
生
幀
記
」
は
、

か
く
す

る
こ
と
が
、
彼
の
救

唐
代
文
人

の
信
仰

の

一
類
型

(
篠

原
)
 

九

一
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唐
代
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仰
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一
類
型

(
篠

原
)
 

九
二

わ
れ
る
唯

一
の
道
で
あ
る
と
す
る
、
そ
の
心
境
が
委
曲
を

つ
く
し
て
述

べ
て

い
る
。

こ
の

一
年
前
、
開
成
四
年
十
月
五
日
に
居
易

は
風
疾
に
倒

れ
て
い

、

る
。
こ
れ
を
も

つ
て
し
て
も
、
先
の
彼
の
願

い
が
如
何

に
切
實
に
し

て
、
必
死
の
も
の
で
あ

つ
た
か
知
り
う
る
。

(2
6
)

會
昌
元
年
、
七
十
才
の
年
に
は

「
六
讃
偶
井
序
」
を
も
の
し
て
い
る
。

(27
)

ま
た
翌
年
に
は

「
歸
え
ら
ば
即
ち
應
に
兜
率
天
に
露
る
べ
し
」
と

い
つ

て
い
る
。
西
方
淨
土
に
生
れ
か
わ
る
こ
と
を
熱
望
し
て
い
る
居
易
の
す

が
た
を
、
明
ら
か
に

こ
に
見
出
す
。
、

肚
年
よ
り
禪
に
親
し
み
、
い
ま
晩
年
に
い
た
つ
て
淨
土
を
欣
求
す
る

彼
の
精
神
生
活
の

一
端
-
そ

れ
は
同
信
と
い
い
う
る
も
の
を
窺

つ
た

が
、
こ
の
こ
と
は
居
易
と
そ
の
文
學
を
理
解
す
る
上
に
、
恐
ら
く
鉄
く

こ
と
の
出
來
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
先
の
意
味
に
お
け

る
同
信
を
な
さ
し
め
た
も
の
の
要
因
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

曾
て
は
、
死
に
執
著
す
る
こ
と
を
捨
て
よ
、
捨
て
る
こ
と
を
も
捨
て

よ
、
と
説
く
禪
の
教
義
が
居
易
の
教
養
に
な
つ
て
い
た
。
し
か
し
、
い

ま
事
情
は
か
わ
つ
て
、
愛
兒
を
始
め
と
し
て
親
友

・
劉
禺
錫

・
元
微
之
・

(
28
)

崔
塁

・
崔
玄
亮
ら
の
死
に
直
面
し
た
。
老
の
身
に
病
も
つ
の
り
先
の
親

友
た
ち
の
計
昔
を
見
て
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
に
あ
こ
が
れ
、

こ
の
世
界
を

欣
求
し
、
こ
れ
を
信
ず
れ
ば
己
が
苦
悩
は
救
わ
れ
る
、
と
説
く
教
え
に

接
近
す
る
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
長
女
の
死
を
契
機

と
し
て
、
詩
文
に
佛
語
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
や
が
て
禪
に
傾
倒
し
て

き
た
居
易
を
考
え
れ
ば
、
老
い
て
遭
遇
し
た
死
を
機
に
淨
土
教
を
信
ず

る
に
い
た
る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
。

居
士
は
出
家
者
と
こ
と
な
り
、
實
踐
修
行

で
は
な
し
に
學
解
と
し
て

佛
教
に
參
ず
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
當
時
の
經
典
に
つ
い
て
考
え

を
進
め
よ
う
。
當
時
、
ひ
ろ
く

一
般
に
流
布

し
讃
調
さ
れ
て
い
た
經
典

は
、
南
北
朝
の
初
期
、
葺
良
耶
舎
に
よ
つ
て
譯
出
さ
れ
た

『
觀
無
量
詩

經
』
で

あ
る
。
こ
の
經
典
は
禪
淨

一
致
の
精
神
を
窮
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
と
は
、
既
に
諸
家
に
よ
つ
て
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
經
典
は

淨
土
教
系

の
根
本
宗
典
の

一
と
し
て
、
以
降

の
佛
教
界
に
大
き
な
影
響

を
與
え
た
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
經
典
の
彼
に
與
え
た
感
化

の
大
き
い

こ
と
も
充
分
注
目
に
値
し
よ
う
。

別

の
視
點
か
ら
考
え
る
と
、
中
唐
の
頃
、

長
安
附
近
に
は
い
わ
ゆ
る

長
安
佛
教
の
傳
統
が
あ
つ
た
。
長
安
は
唐
初
に
お
い
て
善
導
ら
が
熱
心

(29
)

に
淨
土
教
の
布
教
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
中
唐
に
は
後
善
導
と

よ
ば
れ
る
法
照

・
少
康
ら
が
教
化
を
垂
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
風

潮
も
、
特
に
晩
年
の
居
易
の
歩
み
に
は
影
響
を
與
え
ず
に
は
お
か
ぬ
。

彼
ら
居
士
は
信
仰
の
純

一
性
を
と
わ
ず
、
只
今
の
救
濟
が
最
も
欣
求
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
當
時
の
長
安
を
中
心
と
す
る
佛
教
界
の
風
潮

に
感
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
首
肯
け
る
。
ま
し
て
、
こ
の
頃
の
禪
者
に

し
て
念
佛
を
な
す
も
の
が
お
つ
た
こ
と
を
併

せ
考
え
れ
ば
、
居
士
の
中

に
か
か
る
士
の
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
、
豫
想
す
る
に
難
く
な
い
。

先
に
、
盧
山
に
て
慧
遠
の
文
集
を
敬
畏
の
眼
を
も
つ
て
見
て
、

こ
の
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故
事
に
あ
や
か
つ
て
お
の
が
文
集
の
永
生
を
心
に
張
く
念
願
し
た
居
易

を
見
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
慧
違
こ
そ
は
盧
山
の
白
蓮
社
の
始
祖
で
あ

り
、
西
方
行
者
で
あ
り
、
淨
土
往
生
の
行
と
し
て
般
舟
三
昧
を
修
し
た

人
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
文
集
の
永
生
を
願
う
居
易
が
、
淨
土
教
の

慧
遠
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
場
合
、
同
じ
く
淨
土
教

の
世
界
を
心
に
え

が
く
こ
と
も
極
め
て
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。

ま
た
會
昌
二
年
の
作

「
答
客
説
」
の
中
で

「
佛
教
を
學
び
仙
を
學
ぶ

の
で
は
な
い
」
と

い
つ
て
い
る
が
、
晩
年
の
こ
の

「
仙
を
學
ぶ
の
で
は

な
い
」
の

一
語
は
注
目
に
値
す
る
。
も
ち
ろ
ん
先
述
の

「
歸
え
ら
ば
即

ち
應
に
兜
率
天
に
歸
る
べ
し
」
の
句
と
共
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
論
を
ま
た
ぬ
が
、
再
び
こ
の
頃
の
禪
を
信
奉
者
の
側
か
ら
考
え
て

み
よ
う
。

こ
の
面
か
ら
い
え
ば
、
居
易
の
信
奉
し
て
き
た
馬
祖
系
の
禪
は
、
唐

朝
の
保
守
派
中
央
官
僚
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
、
政
治
的
に
正
統
派
禪
と

(31
)

し
て
成
長
し
つ
つ
あ

つ
た
、

い
わ
ゆ
る
道
家
的
な
禪
で
、
石
頭
系
の
儒

家
的
色
彩
を
も
つ
禪
と
對
比
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

ひ
た
む
き
に
お
の
れ

三
箇

の
救
濟
を
願
つ
て
眞
實
の
佛
法
を
求
め
る

居
易
の
心
に
は
、
道
教
主
義
政
策
に
と
り
入
つ
た
禪
よ
り
の
脱
皮
も
、

彼
の
性
格

(后
述
)
を
考
え
れ
ば
否
定
で
き
ぬ
こ
と

で
あ
ろ
う
。

こ
の

派
の
禪

が
道
家
的
色
彩
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
、
如
漏
の
語
を
も
つ
て

も
充
分
う
か
が
え
る
。

い
ま
、
順
宗
と
の
問
答
を
記
し
て
み
よ
う
。

唐
順
宗
問
、
佛
從
何
方
來
、
滅
向
何
方
去
、
既
言
常
住
世
、
佛
今
在
何
處
、

師
答
日
、
佛
從
無
爲
來
、
滅
向
無
欝
去
、
法
身
等
虚
空
、
常
在
無
心
處
、
有

念
歸
無
念
、
有
住
歸
無
住
、
…
…
師
答
日
、
佛
體
本
無
爲
、
…
…
〔
景
徳
傳

(3
2
)

灯
録
六
〕

道
家
的
色
彩
を
も
つ
禪
と
の
交
渉
が
次
第
に
薄
く
な
り
、
逆
に
淨
土

教
に
よ
り
張
く
お
の
れ
の
救
濟
を
求
め
て
や
ま
ぬ
彼
の
精
紳
生
活
を
、

別
の
生
活
か
ら
窺

つ
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
彼
の
性
格
に
大

い
に
關
係
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
全

生
涯
を
通
じ
て
窺
え
る
比
較
的
消
極
的
な
生
き
方

(
后
述
)
、
ひ
い
て
は

世
俗
の
利
権
に
對
し
て
浮
身
を
や

つ
す
こ
と
を

少
く
さ
せ
た

こ
と
に

も
、

い
さ
さ
か
關
係
を
も
つ
。

時
の
新
進
中
央
官
僚

の
多
く
が
道
家
的
な
そ
れ
で
あ
つ
た
の
に
、
道

家
臭
の
強
い
禪

の
精
瀞
生
活
か
ら
の
離
脱
は
、
ま
た
彼
の
周
園

の
官
僚

群
の
關
係
な
ど
よ
り
考
え
て
世
間
的
な
立
身
よ
り
の
後
退
を
意
味
す
る

こ
と
に
も
な
ろ
う
。
「黨
爭
の
外
に
身
を
置
く

こ
と
は
、
官
職
地
位
の

爭
奪
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
若
き
日
の
翰
林
の
同
僚

の
六
人
の
う

ち
、
五
人
が
宰
相
に
な
つ
て
い
る
の
に
、
彼
だ
け
は
閑
職
に
終

つ
て
い

る
。
文
學
に
よ
つ
て
生
前
に
盛
名
を
博
す
る
こ
と
彼
に
及
ぶ
も
の
は
な

い
と
い
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
盛
名
が
武
宗
の
即
位
の
際
に
、彼
に
宰
相
の

地
位
を
も
た
ら
し
か
け
た
。
し
か
し
、
時
す
で
に
彼
は
七
十
歳
、
年
齢
が

そ
の
幸
運
を
つ
か
む
こ
と
を
許
さ
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
彼
は
不
幸

で

は
な
か
つ
た
。
名
利
よ
り
も
文
學

の
中
に
、
彼

は
生
き
る
こ
と
の
漏
足

(
3
3
)

を
見
出
し
て
い
た
」
と

は
、
特
に
晩
年

の
彼
の
精
神
生
活
を
え
が
い
て

唐
代
文
人

の
信

仰

の

一
類
型

(
篠

原
)
 

九
三
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唐
代
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仰

の

三
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(
篠

原
)
 

九
四

餘
り
あ
る
。
ま

こ
と
に
世
間
の
名
利
よ
り
も
、
文
學
の
中
に
生
き
る
彼

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
必
死
の
願

い
を
も

つ
て
文
集
の
永
生
を
こ
い
ね
が
う

の
で
あ

つ
た
。
し
か
も
、
こ
の
切
な
る
ね
が
い
は
、
は
か
な
く
も
彼
の

淨
土
を
意
識
す
る
心
境
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
淨
土
教
信
仰
が
決
定
的
に
な
つ
た
折
り
に
も
、
「
坐
禪

を
し
て
入
定
し
、
女
が
よ
ぼ
う
が
妻
が
よ
ぼ
う
が
返
事
も
せ
ぬ
」
と
う

た
い
、
ま
た

「
足
が
だ
る
い
か
ら
坐
禪
す
る
」
な
ど
と
う
た
う
。
信
仰

の
純

一
性
を
と
わ
ぬ
居
士
の
歩
み
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
彼
の
葬
ら
れ

た
場
所
が
、
師
如
滿
の
塔
側
と
い
う
こ
と
に
も
連
な
る
。
文
人
の
奇
し

き
運
命
を
告
げ
る
か
。
文
集
は
ゆ
く
り
な
く
も
居
易
の
信
仰
の
推
移
と

信
仰
の

一
類
型
を
後
世
に
説
く
。

(昭
和
三
+
九
年
度
文
部
省
科
學
研
究
費

に
よ
る
研
究
成
果
の
三
部
。)

1
 
景
徳
傳
燈
録

・
四
卷

2
 
南
嶽
懐
譲
法
嗣
、
貞

元
二
年
寂
。

傳
燈
録
六

・
宋
高
信

傳
十

・
祖
堂
集

十

四
な
ど
に
立
傳
さ
れ
る
。

3
 
唐

・
順
宗

期
、
傳

は
傳
燈
録

六

・
會
元
三
な
ど
。

4
 
馬
祖
法
嗣
。

元
和
九
年
寂
。

傳

は
傳
燈
録
六
な

ど
。

5
 
大
唐
詔
州
隻
峯
山
曹
漢
寺
寶
林
傳
。

十

卷
。
宋

藏
遺
珍
上

ノ
三

・
四
。

6
 
禪
宗
永
嘉
集
。

唐
明
道

玄
覺
攘
。

大
正
藏
四
八

の
二
。

7
 
唐

・
圭
峰
宗
密
攘
。

二
卷
。

大

正
藏
四
八
卷

の
二
。

8
 
據
花
園
大
柳

田
聖
山
教
授
油
印
本
。

9
 
卷
九

・
六
頁
表
。

(
那
波
本

に
よ

る
。
下

同
)

10
 

卷
六

・
二
〇
頁
裏
。

11
 

卷

一
五
、

二
三
頁
裏
。

12
 

卷

一
八
、

六
頁
表
。

13
 

卷
五
七
、

二
三
頁
裏
。

14
 

卷

六
五
、

一
頁
表
。

15
 

卷

六
六
、

二
六
頁
表
。

16
 

卷

六
八
、

四
頁
表
。

病
中
詩

一
五
自
解

17
 

卷

一
七
、

二
〇
頁
表
。

與
果
上
人
殘
時
、

題

此
訣

別
兼
簡

二
林
曾
社
。

18
 

卷
十

六
、

二
二
頁
裏
。

「
昔
爲
東
液
垣
中
客
、

今
作
西
方
社
内
人
」

19
 

卷

六

三
、

一
六
頁

裏
。

20
 
卷

六

一
、

一
七
頁

表
。

21
 
卷

六

一
、
二

一
頁

表
。

22
 

卷

六

一
、
二
二
頁
表
。

聖
善
寺
白
氏
文
集
記
。

23
 

卷

六

一
、
三
五
頁
表
。

蘇
州
南
禪
院
白
氏
文
集
記
。

24
 
卷

七
〇
、

八
頁
裏
。

畫
西
方
幀
記
。
、

25
 
卷

七
〇
、

一
〇
頁
裏
。

26
 
卷

七
〇
、

一
七
頁

裏
。
讃
佛
偶
以
下
發
願
偶

に
い
た
る
六
偶
。

27
 
卷

六
九
、

三

一
頁

裏
。
答
客
説
。

銘

劉

禺
錫

・
會
昌
二
年
七
月
。
元
微
之
、

太
和

五
年

七
月
。
崔

鑾

・
太
和

六
年

八
月
。

崔
玄
亮

・
太
和

七
年
。

29
 
野

上
俊
靜
著

・
唐
末
佛
教

の

三
鮪
。

結
城
論
文
集

五
〇
四
頁
。

30
 

水
尾
現
誠
著

・
善
導
教
學
の

一
視
點
。

印
佛

一
二
卷

・
二
。
二二

頁

(
昭
和
三
九

・
三
)

31
 

阿
部
肇

一
著

・
中
國
禪
宗
史
研
究
、

七
三
頁
。

32
 

洛
京
佛
光
如
渦
禪
師
傳
。

傳

燈
録
卷

六
、
大
正

五

一
卷
二
四
九
頁
。

33
 

平
岡
武
夫
著

・
白
居
易

の
家
庭
環
境
。

二
六
頁
。

東

方
學
報

三
四
冊
。

昭
和
三
九
年

三
月
。

34
 

卷
六
八

・
十
五
頁
表
。

在
家
出
家
。

35
 

卷
六
八

・
二
頁
裏
。

病
中
五
絶
の
第

四
。

36
 
舊

唐
書

・
一

一
六
卷
、

四
部
叢
刊
本

三
九
頁
。
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