
白
骨

の
章

に
お
け
る

「無
常
」
理
解

に

つ
い
て石

上

智

康

蓮
如

の
御
文
章

(ま
た
わ
御
文
)
の
い
く
つ
か
は
、
現
在
も
な
お
、
生

き
た
宗
教
的
文
章
と
し
て
、
特
に
浄
土
真
宗
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
、
教

化
上
の
位
置
は
重
い
。
そ
の
一
つ
に

「
白
骨
の
章

(真
聖
全
三
、
五
一
三

頁
-
五

一
四
頁
。
御
文
章
五
帖
目
十
六
)」
が
あ
る
。
蓮
如

は
そ
の
中

で

「
…
…
す
で
に
無
常
の
風
き
た
り
ぬ
れ
ば
、
す
な
は
ち
ふ
た

つ
の
ま
な

ご
た
ち
ま
ち
に
と
ち
、
ひ
と
つ
の
い
き
な
が
く
た
え
ぬ
れ
ば
、
紅
顔
む

な
し
く
変
じ
て
桃
李
の
よ
そ
ほ
ひ
を
う
し
な
ひ
ぬ
る
と
き
は
、
六
親
春

属
あ

つ
ま
り
て
な
げ
き
か
な
し
め
ど
も
、
更
に
そ
の
甲
斐
あ
る
べ
か
ら

ず
…
…
」
と
説
い
た
。
こ
の
場
合
、
蓮
如
に
お
け
る

「
無
常
」
の
理
解

を
正
確

に
読
み
と
る
為
に
、
文
章
理
解
は
厳

密

で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
ま
ず

「
す
で
に
無
常
の
風
き
た
り
ぬ
れ
ば
…
…
」
の

「
ば
」
と
い

う
接
続

助
詞
を
ど
う
解
釈
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
文
法
,上

「
ば
」
が

已
然
形

を
承
け
て
成
立
す
る
条
件
句
は
、
イ
、
順
接
確
定
条
件
を
示
す

(
-
ノ
デ
)

ロ
、
順
接
恒
常
条
件
を
示
す

(
-
ト
、
決

ツ
テ
)

ハ
、
単

な
る
前
提
接
続

を
示
す

(
-
ト
・
ト
コ
ロ
)
場
合

が
あ
る
が
、
右

の

「
ば
」
に

つ
い
て
は
ロ
の
場
合
と
考
え
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
、
前
件

「
無
常
の
風
き
た
り
ぬ
」
が
成
り
立
つ
と
、
決

つ
て
後
件

「
二
つ
の
眼

た
ち
ま
ち
に
と
づ
」
が
成
り
立
つ
-
と

い
う
こ
と
で
、
前
件
は
仮
定

的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
従

っ
て
、
す
で
に
無
常
の
風
が
吹
い
て
い

る
の
だ
か
ら
…
…
と
い
う
解
釈
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
と

思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
場
合
の

「
ば
」
は
、
な
に
な
に
の
条
件
が

成
立
す
る
と
、
き
ま

つ
て
こ
う
な
る
、
と
解
読

す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
問
題
の
文
脈

の
解
釈
と
し
て
は

「
す
で
に
無
常
の
風
き

た
り
ぬ
と
い
う
条
件
が
な
り
た
つ
と
、
決

つ
て
二
つ
の
ま
な
ご
は
た
ち

ま
ち
に
と
ち
、
人
間
は
死
ぬ
こ
と
に
な
り
、
な

げ
き
悲
し
ん
で
も
そ
の

甲
斐
は
な
い
の
だ
…
…
云

々
」
と
い
う
文
意
に
な
る
。

蓮
如
が
、
い
つ
も
無
常

の
風
が
吹
い
て
い
る
の
で
即
ち
二
つ
の
ま
な

ご
が
と
ち
る
、
と
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
無
常
の
風
き
た

り
ぬ
と
い
う
条
件
が
な
り
た

つ
と
決
つ
て
二
つ
の
眼
が
た
ち
ま
ち
と
ち

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
-
と

説
い
た
事
実
は
、
彼
の

「
無
常
」
理
解

を
究
明
す
る
上
で
非
常
に
重
要
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
の
教
説
に

従
え
ぱ
、
そ
の
論
理
的
必
然
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
次
の
様
な
理
解
の

白
骨

の
章

に
お
け
る

「
無
常
」
理
解
に
つ
い
て
 
(
石

上
)
 

三

二
七
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白
骨

の
章

に
蔚
け
る

「
無
常
」
理
解
に

つ
い
て
 
(
石

上
)
 

三
二
八

整
理
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
ど
こ
か
に
無
常

の
風
と

い
う
も

の
が
あ

つ
て

(あ
る
い
は
無
常
の
風
が
生
じ
て
)
そ
れ
が
ひ
と

た
び
吹
き
来
た
る
と
、
決

つ
て
た
ち
ま
ち
に
人
聞
は
息
た
え
る
存
在
で

あ
る
、

と
。
疑
問
の
第

一
点
は
仏
教
理
解
の
初
歩
的
通
念
か
ら
し
て
、

一
体
ど
こ
に
、
特
別
な
無
常
の
風
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
そ
れ
が
吹

き
来
た
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仏
教

で
無
常
と
い
わ
れ
る
場
合
は
、
す
べ
て
の
現
象
世
界
は
無
常
だ

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
無
常
と
は
時

々
刻

々
、
変
化

す
る
こ

と
、
物
も
心
も
絶
え
ず
変
化
す
る
こ
と
を
無
常
と
い
つ
た
。
こ
の
事
実

は
誰
で
も
日
常
経
験
す
る
こ
と
で
あ

つ
て
証
明
を
要
し
な
い
自
明
の
こ

と
で
あ
る
の
で
、
直
ち
に

「
無
常
で
あ
る
」
と
言
つ
た
、
と
理
解
さ
れ

(
1
)

て
い
る
。
従

つ
て
こ
の
現
象
世
界
に
あ
つ
て
無
常

の
風
が
吹
い
て
い
な

い
瞬
聞
は
な
い
し
、
い
つ
ど
こ
に
で
も
無
常
の
風
は
吹
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
蓮
如
は
、
無
常
の
風
き
た
り
ぬ
と
い
う
条
件

が
な
り

た
つ
と
、
決

つ
て
人
間
は
二
つ
の
ま
な
ご
が
た
ち
ま
ち
と
ち
、

息
が
た
え
る
の
だ
、
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
だ
I
I

と
説

い
た

の
で
あ

る
。仏

教
受
容
の
永
い
歴
史
の
中
に
あ
つ
て
仏
教
の
中
心
思
想
が
通
俗
説

に
流
れ
、
か

つ
誤
解
が
生
じ
た
事
実
を
知
ら
さ
れ
て
お
り
、
我

々
は
常

に
注
意
深
く
あ
る
必
要

が
あ
る
。
蓮
如
は

「
白
骨

の
章
」
に
見

る
限

り
、
明
ら
か
に
無
常
と
い
う
こ
と
を
仮
定
的
な
条
件
関
係
の
中
で
捉
え

厭
世
的

・
絶
望
的

・
詠
歎
的
意
味
を
付
し
て
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
世

は
は
か
な
い
の
だ
、
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
で
あ
る
。

一
生
す
ぎ
や
す
い
、

朝
に
紅
顔
あ

つ
て
夕
に
白
骨
と
な
る
身
で
は
な

い
か
。
無
常

の
風
が
吹

い
て
く
る
と
、
決

つ
て
ま
な
こ
と
ち
、
息
が
た
え
て
し
ま
う
。
歎
き
悲

し
ん
で
も
甲
斐
の
な
い
こ
と
な
の
だ
と
い
う
具
合
に
。

こ
の
よ
う
な

一
面
的
と
い
う
か
限
定
的
な
無
常
理
解
が
蓮
如
の
他
の

文
献
と
比
較
し
て
例
外
的
な
解
釈
で
あ
つ
た
か
と
い
え
ぱ
、
む
し
ろ
、

事
実
は
逆
で
あ
る
。
実
は

「
白
骨
の
章
」
に
於

て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
無
常
の
理
解
こ
そ
、
彼
の
無
常
理
解
の
原
型

で
あ
り
、
基
本
的
な
内

容
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
最
も
典
型
的
に
象
徴
的
に
、
日
本
人
の

情
感
に
訴
え
易
い
美
文
調
の
表
現
を
も
つ
て
哀

切
に
語
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
無
常
が
御
文
章
に
説
か
れ
る
箇
所
は
五
帖
の

御
文
全
体
で
六
ヶ
所
で
あ
る
。

い
ま
真
宗
聖
教
全
書

・
列
祖
部
で
示
せ

ば
四

一
七
、
四
五
五
、
四
六
四
、
四
七
七
、
四
七
九
の
各
頁
と
五

一
三

頁
の

「白
骨
の
章
」
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
他
、
無
常
と
い
う
言

葉
そ
れ
自
体
の
表
現
は
な
く
と
も
前
後
の
文
脈

か
ら
同
主
旨
の
教
説
と

み
な
さ
れ
る
記
述
が
数
ヶ
所
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
原
始
仏
教
以
来
、
無
常
と
は
仏
教
の
思
想
と
し
て

通
俗
的
な
意
味
で
な
く
、
第

一
義
的
に
文
献
上
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
た

(2
)

の
で
あ
ろ
う
か
。
経
典
の
中
の
や
や
遅
い
部
分

で
は
あ
る
が
、
阿
含
経

で
最
も

一
般
的
な
定
型
化
さ
れ
た
説
と
し
て
無
常

・
苦

・
非
我
の
教
説

が
あ
る
。
「
色
無
常
無
常
即
苦
。
苦
即
非
我
。
非
我
者
即
非
我
所
。
如
是

観
者
名
真
実
観
。
如
是
受
想
行
識
無
常
…
…
聖
弟
子
。
如
是
観
者
。
於

-852-



色
解
脱
。
於
受
想
行
識
解
脱
。
我
説
是
等
解
脱
於
生
老
病
死
憂
悲
苦
悩
。

(大
正
蔵
二
・
二
頁
上
。
そ
の
他
二
・
二
中
、
南
伝
第

一
四
巻
、
三
三
、
七
〇

頁
、
S
N
,
 
III
 
p
 
22
,
 
4
4
,
 
4
5

等
)
」
苦

・
無
常

・
非
我
の
理
を
さ
と

つ
て

正
し
い
知
慧
を
完
成
す
れ
ば
、
人
間
を
迷
い
悩
ま
せ
て
い
る
多
く
の
煩

悩
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
妄
執
を
断
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
と
な
れ

ば
、
こ

の
よ
う
な
認
識
を
得
た
な
ら
ば
、
も
は
や
何
も
の
か
を

〈我
〉
あ

る
い
は

〈わ
が
も
の
〉
と
執
着
し
て
欲
求
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ

の
際
に
は
何
ら
苦
し
み
悩
む
こ
と
が
な
い
。
故
に
苦
し
み
か
ら

の
離
脱
を
求
め
る
人
は
苦

・
無
常

・
非
我
の
理
を
よ
く
悟

つ
て
真
実
の

(3
)

認
識
を
完
成
せ
よ
、
と
い
う
理
解
の
中
で

「無
常
」
と
い
う
認
識
が
把

握
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す

べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
際
、
重
要
な
点

は
無
常

・
苦

・
非
我
の
教
説
は
縁
起
と
の
関
連
で
理
解
さ
る
べ
き
思
想

(4
)

(5
)

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
縁
起
の
故
に
無
常
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
。
さ
ら
に
仏
教
は
大
乗

へ
と
発
展
す
る
が
、
大
乗
仏
教
の
基
本
観
念

は
空
で
あ
り
、
し
か
も
縁
起

・
無
目
性

・
空
の
三
概
念
は
同
義
で
あ

つ

て
、
そ

の
中
で
も
縁
起
が
根
本
で
あ
り
、
他
の
二
つ
は
縁
起
か
ら
論
理

(6
)

的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
、
と
解
明
さ
れ
て
い
る
。

仏
教

の
基
本
思
想
を
ふ
ま
え
、
そ
の
関
連
の
中
で
無
常
を
厳
正
に
理

解
す
る
視
点
に
立
て
ば
、
蓮
如
の

「
無
常
」
理
解
は
日
本
人
の
者
か
ら

の
伝
統
的
な
通
俗
説
に
近
い
も
の
、
少
く
と
も
無
常
の
は
か
な
い
浮
世

で
彼
の
理
解
は
停
止
し
て
し
ま

つ
た
。
そ
の
結
果
、
第

一
に
無
常
を
仮

定
的
な
条
件
関
係
の
中
で
捉
え
、
そ
の
意
味
は
順
境
か
ら
逆
境

へ
変
転

す
る
こ
と
に
だ
け
限
定
さ
れ
、
た
め
に
無
常
の
語
に
厭
世
的

・
絶
望
的

な
意
味
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
逆
境
か
ら
順
境

へ
と
発
展

(7
)

変
化
す
る
こ
と
も
無
常
の
故
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
全
く
看
過
さ
れ
る

こ
と
に
な
つ
た
。
第
二
に
、
無
常
に
対
す
る
仏
教
の
立
場
、

つ
ま
り
無

常
の
如
実
智
見
の
完
成
に
よ
つ
て
、
換
言
す
れ
ば
自
己
が
無
常

で
あ
る

こ
と
は
さ
け
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
無
常
を
無
常
と
如
実
に
観
じ
そ
れ

に
従
え
ぱ
苦
し
み
憂
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
根
本
認
識
に
対
し
、

蓮
如
は
何
ら
仏
教
思
想
上
の
顧
慮
を
は
ら
わ
ぬ
結
果
と
な
つ
た
。
自
力

聖
道
の
修
行
者
で
は
な
く
他
力
唯
信
の
念
仏
者

で
あ
つ
た
と
は
い
え
、

彼
の

「
無
常
」
理
解
が
な
ぜ
通
俗
説

の
限
界
に
終
始
し
た
の
か
、
特
に

蓮
如
の
思
想
が
念
仏
信
仰
と
い
う
形
態

で
仏
教

の
中
心
思
想
を
そ
の
第

一
義
的
立
場
で
、
き
わ
め
て
厳
正
に
把
捉
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、

疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
(後
日
、
別
稿
で
詳
論
す
る
)

1
 
平
川
彰

「初
期
仏
教
の
倫
理
」
五
六
頁

(講
座
東
洋
思
想
五
・
東
大
出

版
会
刊
)

2
・
3
 
中
村
元

「ブ
ツ
ダ
の
教
え
」
十
六
頁
及
び
廿
三
-
廿
四
頁
参
照
。

(右
同
講
座
所
収
)

4
 
前
掲

「初
期
仏
教
の
倫
理
」
五
十
頁
。

5

「仏
教
学
序
説
」
六
八
頁
-
七
三
頁

(平
楽
寺
書
店
刊
)

6
 
中
村
元

「空
の
考
察
」
一
八
五
頁
(
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
所
収
)

7
 
水
野
弘
元

「仏
教
の
基
礎
知
識
」

一
三
八
頁

(春
秋
社
刊
)

白
骨
の
章

に
お
け
る

「
無
常
」
理
解
に

つ
い
て
 
(
石

上
)
 

三
二
九
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