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「
無
常
」
と

い
う
こ
と

人

の
い
と
な
み

「諸
縁
放
下
」

の
す
す
め

「遁
世
」
と

い
う
こ
と

存
命

の
よ
ろ

こ
び

二
七

一

二
七
四

二
七
八

二
八
二

二
八
五

6



徒

然

草

を
読

み
進

め

て
、

時

に
深

い
感

銘

を

お

ぼ

え

る

こ

と

が
あ

る
。

そ

れ

は
、

時

代

を

超

え

て
、

昔

も

今

も

変

わ

ら

な

い
人

生

の

実

相

、

人

間

の
本

質

、

さ

ら

に

は
、

人

の
あ

る

べ
き

よ

う

を

、

兼

好

の

こ
と

ば

で
、

じ

か

に
ぶ

っ
つ
け

ら

れ

た

時

で

あ

る
。

小

論

は
、

文

学

作

品

と
し

て

の
徒

然

草

を

、

仏

教

と
文

学

の

一
つ
の
接

点

と

し

て
把

ら

え

よ

う

と

試

み

る

も

の
で

あ

り
、

中

世

期

を

生

き

た
著

者

兼

好

は
、

彼

の
仏

教

思

想

を

と

お
し

て
、

世

の
中

を

ど

の
よ

う

に
把

ら

え

、

人

の
あ

る
べ

き

よ

う

を

、

ど

の

よ
う

に
説

い

て

い

る

か
、

ま

た
、

そ

れ

は
現

代

に
ど

の
よ

う

に

か

か
わ

り

、

ど

の
よ

う

な

意

義

を

持

つ
か

、

こ
れ

ら

の
点

に

つ

い
て
述

べ

よ
う

と
考

え

る
も

の

で
あ

る
。

一

「
無

常

」

と

い
う

こ
と

飛
鳥

川

の
淵

瀬

常

な

ら

ぬ
世

に

し

あ

れ

ぱ
、

時

移

り
、

事

さ

り
、

楽

し

び
、

悲

し

び

ゆ

き

か

ひ

て
、

花

や

か

な

り

し

あ

た

り

も

人

す

ま

ぬ
野

ら

と

な

り
、

変

ら

ぬ
住

家

は

人
あ

ら

た

ま

り

ぬ
。

桃

李

も

の
言

は

ね
ば

、

誰

と

と
も

に
か

昔

を

語

ら

ん

。

ま

し

て
、

見

ぬ

い

に

し

へ
の

や

ん
事

な

か

り
け

ん
跡

の

み
ぞ

、

い

と

は

か
な

き

。

(第

二
五
段
)

右

は
兼
好
が
、
京
極
殿

・
法
成
寺
の
廃
虚
の
あ
と
に
た
た
ず
ん
で
、
道
長

一
代
の
栄
花
の
昔
を
偲
び
な
が
ら
、

「万
物
流
転
」
の
実

相
を
詠
嘆
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
道
長
は
、
藤
原

一
門
の
ゆ
く
す
え
ま
で
の
繁
栄
を
夢
み
、
粋
を
あ
つ
め
、
贅
を
つ
く

し
て
、
法
成
寺

を
造
営
し
た
。
そ
の
寺
領
に
は
多
く
の
荘
園
を
寄
進
し
、
皇
室

の
後
見
役
と
し
て
、

一
国
の
重
鎮
と
し
て
、
彼
は
、
永
遠
の
い
や
さ
か

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
七
一



二
七
二

を
祈
念
し
た
の
で
あ
る
。
栄
花
物
語
に
は
、
こ
の
法
成
寺
造
営
の
絢
欄
た
る
あ
り
ざ
ま
を
、

「か
の
須
達
長
者

の
祇
園
精
舎
造
り
け
む

も
か
く
や
あ
り
け
む
と
見
ゆ
る
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
そ
の
法
成
寺
が
、
よ
も
や
、
今
日
の
こ
の
荒
廃
を
み
よ
う

と
は
。

「栄
枯
盛

衰
」
人
の
世
の
い
と
な
み
の
は
か
な
さ
を
思
い
、
兼
好
は
、

「さ
れ
ば
、
万
に
見
ざ
ら
ん
世
ま
で
を
思
ひ
掟
て
ん
こ
そ
、
は
か
な
か
る

べ
け
れ
」
と
述
懐
し
て
、

一
段
を
結
ん
で
い
る
。

「無
常
」
の
相
は
、
目
に
写
る
形
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
。
人
の
心
の
世
界
に
も
、
影

の
形
に
そ
う
よ
う
に
密
着
す
る
。

風

も
吹

き
あ

へ
ず

う

つ

ろ

ふ
人

の
心

の
花

に
、

な

れ

に
し

年

月

を

思

へ
ば

、

あ

は

れ

と

聞

き

し

こ
と

の
葉

ご

と

に
忘

れ

ぬ
も

の
か

ら
我

が
世

の
外

に
な

り

ゆ

く

な

ら

ひ

こ
そ

、

亡

き

人

の
わ

か

れ

よ

り

も

ま

さ

り

て

か

な

し

き

も

の
な

れ
。

(第

二
六
段
)

人

は
、

つ

か

の
間

の
心

の
触

れ

あ

い

に
感
傷

し
、

歎
喜

し
、

永

遠

を
誓

い
あ
う

が
、

そ

の
恋

も

ち

ぎ

り

も
、

い

つ
か

は
霧

散

す

る

こ

と

の

な

ん

と
多

い

こ

と

で
あ

ろ

う

。

そ

の
す

が

た

は

「
亡

き

人

の
わ

か

れ
」

に

も

増

し

て
痛

ま

し

い
。

兼

好

は
、

常

住

を
願

っ
て

や

ま

な

い

人

の

心

に
反

し

て
、

い
ず

こ

か
ら

と

も

な

く

し

の
び

よ

る

「
無

常
」

の
逡

音

を

鋭

敏

に

予
知

し

て

い
る
。

人

間

の
営

み
合

へ
る

わ
ざ

を

見

る

に
、

春

の
日

に
雪

仏

を

作

り

て
、

そ

の
た

め

に

金

銀
珠

玉

の
か

ざ

り

を
営

み
、

堂

を

た

て

ん

と

す

る

に
似

た

り

。

そ

の
構

へ
を

ま

ち

て
、

よ

く
安

置

し

て

ん

や
。

人

の
命

あ

り

と
見

る

ほ

ど

も
、

下

よ

り
消

ゆ

る

こ

と
、

雪

の
ご

と
く

な

る
う

ち

に
、

営

み
待

つ
事
甚

だ
多

し
。

(第

一
六
六
段
)



ま

こ

と

に
、

人

の

い
と

な

み

と

い
う

も

の
は

、

春

の
日

の
雪

仏

を

荘
厳

す

る

よ
う

な

も

の

に
相

違

な

い
。

人

は

、

そ

の
よ

う

な
、

む

な

し

い

い
と

な

み

の
く

り

か

え

し

の
な

か

で
、

や

が

て

い

の
ち

を
終

わ

る
。

し

か
も

、

命

終

の
後

の
推

移

変

化

ほ

ど

、

さ

ら

に

む

な

し

い
も

の
は

な

い
。

そ

れ

を

追

求

す

る
兼

好

の
目

に

は
、

い
た

っ
て

厳

し

い
も

の

が
あ

る
。

人
の
亡
き
あ
と
ば
か
り
悲
し
き
は
な
し
ー

思
ひ
出
で
て
し
の
ぶ
人
あ
ら
ん
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め
、
そ
も
ま
た
ほ
ど
な
く
う
せ
て
、

聞

き

つ
た

ふ

る

ば

か

り

の
末

々
は
、

哀

と

や

は

思

ふ
。

さ

る

は
、

跡

と

ふ

わ

ざ

も
絶

え

ぬ

れ
ば

、

い
つ

れ

の
人

と

名

を

だ

に
知

ら

ず

、

年

々

の
春

の
草

の
み

ぞ
、

心

あ

ら

ん
人

は
あ

は

れ

と

見

る

べ

き

を
、

は

て

は
、

嵐

に

む

せ
び

し

松

も

千

年

を

ま

た

で

薪

に
く

だ

か

れ

、

古

き

墳

は

す

か

れ

て

田

と

な

り

ぬ
。

そ

の
形

だ

に

な

く

な

り

ぬ
る

ぞ
悲

し

き
。

(第

三
〇
段
)

人

の
在

生

を

、

こ

の
よ

う

に

な

が

め

る

と

き
、

な

に

一
つ
と

し

て

常

住

不
変

の

も

の

は

な

い
。

そ

の
す

が

た
を

凝

視

す

る
と

き

、

た

だ

寂

蓼

感

・
落

莫

感

ば

か

り

が
、

心

の
空

洞

を

吹

き

ぬ
け

る
。

「
無

常

変
易

の
境

、

あ

り

と
見

る
も

の
存

せ
ず

。

始

あ

る
事

も

終

な

し

。

志

は
遂

げ

ず

。

望

は
絶

え

ず

。

人

の
心

不

定

な

り

。

物

皆

幻

化

な

り

。

何

事

か
暫

く

も

住

す

る

。
」
(第

九

一
段
)

「
愚

か
な

る
人

は
、

ま

た

こ
れ

を

悲

し

ぶ

。

常

住

な

ら

ん

こ
と

を

思

ひ

て

、

変

化

の
理

を

知

ら

ね

ば

な

り

。
」

(第
七
四
段
)

一
体

「
人

世

無

常

」

の
理

を

深

く

認

識

す

る

な

ら

ば

、

万

事

は

「
空

」

の

一
字

に

こ

め

つ
く

さ

れ

よ
う

。

も

早

「
無

常

」

に
感

傷

し

詠

嘆

す

る

い

と

ま

さ

え
な

い
。

「
無

常

」

の
基

盤

の

上

に
建

て
ら

れ

た

人

間

の

い
と

な

み
な

ど

、

い
わ

ば

砂

上

楼

閣

の
た

と

え

そ

の
も

の
で

あ

る
。

物

み

な

は
変

化

徒
然
草

の
思
想

(鷲
山
)

二
七
三



二
七
四

す

る
。
昨
今
し
き
り
に
人
生
七
十
余
年
が
宣
伝
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
各
個
人
に
七
十
余
年

の
い
の
ち
を
保
障

す

る
こ
と
は
、
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
「
諸
行
無
常

・
万
物
流
転
」
そ
れ
は
万
代
不
易
の
鉄
則
で
あ
る
。
「
刹
那
覚
え
ず
と
い
へ
ど
も
、

こ
れ
を
運
び
て
止
ま
ざ
れ
ば
、

命
を
終
ふ
る
期
、
忽
ち
に
至
る
。」

(第

一
〇
八
段
)

「死
は
前
よ
り
し
も
来
ら
ず
、

か
ね
て
後
に
迫
れ

り
。」
(第

一
五
五
段
)
「人
は
た
だ
、
無
常
の
身

に
迫
り
ぬ
る
事
を
心
に
ひ
し
と
か
け
て
、
束

の
間
も
忘
る
ま
じ
き
な
り
。」

(第
四
九
段
)

右
の
よ
う
に
、
兼
好
は
、
徒
然
草
の
随
所
に

「無
常
」
認
識
の
要
を
説
い
て
い
る
。
徒
然
草
に
現
わ
れ
た
兼
好
の
思
想
の
基
調
を
な

す
も
の
は
、
実
に
、
こ
の
自
覚
的
無
常
観
に
ほ
か
な
ら
な
隔
。

二

人

の
い
と
な
み

蟻

の
ご

と

く

に
集

ま

り

て
、

東

西

に
急

ぎ
、

南

北

に

走

る
。

高

き

あ

り
、

賎

き
あ

り
。

老

い

た

る
あ

り
、

若

き
あ

り
。

行

く

所

あ

り

。

帰

る

家

あ

り

。

夕

に
寝

ね

て
、

朝

に
起

く

。

い

と

な

む
所

何

事

そ

や
。

生

を

む
さ

ぼ
り

、

利

を
求

め

て
止

む
時

な

し

。

(第
七

四
段
)

朝

夕

、

人

は
、

そ

か

に
、

巷

の
雑

踏

に

も

ま

れ

な
が

ら

、

ふ

と
、

右

の

こ

と
ば

が

口
ず

さ

ま

れ

る
折

が

あ

る
。

そ

れ

ぞ

れ
、

今

日
よ

り

は
明

日

に
、

な

に
か

を

求

め

、

あ

る

い
は

、

今

の
刹

那

に

生

き

よ

う

と

し

て
、

東

奔

西
走

す

る
。

ひ

人

の
暮

ら

し

の
本

質

は

と
自

問

し

て

み

る

と

き
、

つ
ま

り

は

「
生

を

む

さ

ぽ

り
、

利

を

求

め
」

る

ほ

か

の
、

な

に
も

の
で
も



な

い
よ

う

に

思

わ

れ

る
。

「
無

常

変

易
」

の
現

実

相

に

目

を

そ

ら

し

、

目

前

の

「
名

利
」

に

つ
ま
ず

き

た

お

れ
、

な

お
、

明

日

に
望

み

を

つ
な

い
で

生

き

る

の
が

人

で

あ

り
、

刹

那

の
享

楽

に

、

明

日

を

忘

れ

て

生

き

る

の
も

人

な

の
で

あ

る

。

し

か

し

「
無
常

」

の
前

に

は
、

人

の
欲

望

は

む

な

し

い
。

「
身

を

養

ひ

て

何
事

を

か
待

つ
。

期

す

る

処
、

た
だ

老

と
死

と

に
あ

り

。

そ

の
来

る

事

速

か

に

し

て

、

念

々

の
間

に
止

ま

ら

ず

、

こ
れ

を

待

つ
間

、

何

の
た

の
し

び

か
あ

ら

ん
。
」

(同
段
)

そ

の
む

な

し

さ

を
、

理

論

の
上

で

は

知

り

な

が

ら
、

な

お

人

は
、

実

際

の
生

活

面

で

は

「名

利
」

を

追
求

し

て
あ

く

こ

と

を
知

ら

な

い
。

こ
れ

は
、

世

の
あ

り

さ

ま

と
、

人

の
あ

り

か

た

と

の
、

大

き

な

矛
盾

で

あ

り
、

逆

流

で

も

あ

る
。

兼

好

は
、

な

べ

て
、

こ

の
矛

盾

に

み

ち

た

人

の
く

ら

し

の

あ

り

か

た
、

特

に

「
名

利

」

の

む

な

し

さ
、

お

ろ

か
さ

を

、

厳

し

く

批

判

す

る
。

「
名

利

に
使

は

れ

て
、

閑

か

な

る
暇

な
く

、

一
生

を
苦

し

む

る

こ

そ
、

愚

か

な

れ
」

(第

三
八
段
)
と
、

指

摘

す

る
。

と

こ

ろ

で
、

兼

好

の
、

「
名

利

」

に

つ
い

て

の
分

析

に

は
興

味

深

い
も

の
が

あ

る
。

兼

好

は
、

先

ず

「
名

利

」

の
内

容

を

、

利

欲

・

地
位

欲

・
知

識

欲

の

三
類

に

わ
け

、

「
利

に
ま

ど

ふ
は

、

す

ぐ

れ

て

愚

か

な

る

人

な

り
」

「
偏

に

高

き
官

・
位

を

望

む

も

、

次

に
愚

か

な

り
」

「
(
知

恵

と

心

)
こ

れ

を
願

ふ
も

、

次

に
愚

か

な

り
」

と
、

そ

の

い
ず

れ
を

も

段

階

的

に
否

定

し

て

い

る
。

(第
三
八
段
)

な

る

ほ

ど
、

露

骨

な
利

欲

や
地

位

欲

と

い
う

も

の

が
、

そ

れ
ぞ

れ

に
、

決

し

て
好

ま

し

い
も

の

で

は
な

い

こ
と

は

誰

も

が

よ

く

口
に

す

る
。

だ

が

、

現

実

の
人

の
暮

ら

し

と

い
う

も

の

は
、

そ

の
好

ま

し
く

は
な

い

は
ず

の
利

欲

・
地

位

欲

に
、

多

少

と

も

わ

ず

ら

わ

さ

れ

ず

に

は
す

ま
な

い
仕

組

み

に
な

っ
て

い

る
。

こ

と

に
知

識

欲

に

つ
い

て

い
う

な

ら

ば

、

わ

れ

わ

れ

は
、

む

し

ろ

肯

定

的

で

す

ら
あ

る
。

知

識

は
広

く

深

く

あ

り

た

い

と
思

う

。

し

か

し
、

兼

好

に
よ

れ

ぼ

、

そ

の
知

識

欲

も

、

帰

す

る

と

こ

ろ
自

己

の
知

恵

・
才

覚

の
ほ

ま

れ

を

愛

す

る

こ

と

に

ほ

か
な

ら

ず

、

そ

の

「
誉

を

愛

す

る
」

こ

と

は
、

と
り

も

な

お

さ

ず

、

常

に

「
人

の
聞

き

」

に
満

悦

し
、

そ

れ

に
執

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
七
五



二
七
六

着

す

る

こ
と

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

兼

好

は
、

こ

の
意

味

か
ら

み

た
知

識

欲

に

つ

い
て
、

「
誉

む

る
人

、

そ

し

る
人

、

共

に
世

に
止

ま

ら

ず

、

伝

へ
聞

か

ん

人
、

ま

た

ま

た
す

み

や

か

に
去

る

べ
し

。

誰

を

か
恥

ぢ

、

誰

に

か
知

ら

れ

ん
事

を

願

は

ん
。

誉

は
ま

た
鍛

の
本

な

り

。

身

の
後

の
名
、

残

り

て

さ

ら

に

益

な

し

。
」

(第
三
八
段
)
と

み

て
、

こ
れ

を

利

欲

・
地

位

欲

に
準

じ

て
否

定

す

る
。

こ

こ

に
兼

好

の

パ

ラ

ド

ヅ
ク

ス
が
あ

る
。

け

だ

し
兼

好

は
、

自

己

に
満

足

し

名

利

に
連

な

る
種

類

の
知

恵

・
才

覚

の
追

求

を

、

空

虚

な

も

の

と
し

て
許

容

し

な

か

っ
た

こ
と

が

知

ら

れ

る
。

一
体

、

相
対

の
基

盤

の
上

に
、

絶

対

的

な

も

の

が
あ

ろ
う

は
ず

は

な

い
。

「
迷

ひ

の

心
を

も

ち

て
名

利

の
要

を

求

む

る

に
、

か
く

の

如

し
。

万
事

は
皆

非

な

り
。

言

ふ
に

た

ら
ず

願

ふ

に

た

ら

ず

。
」

(同
段
)
こ

の

よ
う

に
兼

好

は
、

「
迷

ひ

の

心
」

に
立

脚

し

た
も

ろ
も

ぎ
よ
う
よ
く

ろ

の
欲
望
の
本
質
的
な
む
な
し
さ
を
、

口
を
き
わ
め
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
立
場
を
か
え
て
兼
好

は
、
人
の

「楽
欲
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。

む

楽

欲

す

る
所

、

一
つ

に
は

名

な

り
。

ね

が

ひ
、

こ

の
三

つ

に
は

し

か

ず
。

む

む

む

　

　

む

　

名

に

二
種

あ

り
。

行

跡

と

才

芸

と

の
誉

な

り
。

二

つ
に

は

色

欲
、

三

つ
に

は
味

な

り
。

万

の

そ
こ
ば
く

こ

れ
、

顛

倒

の
相

よ

り

お

こ
り

て
、

若

干

の
わ

ず

ら

ひ

あ

り
。

も

と

め

ざ

ら

ん

に

は

し

か

じ

。

(第

二
四

二
段
)

右

に

よ

る

と
、

「
楽

欲

」

の
本

質

は
、

深

く

人

間

の
本

能

に
根

ざ

し

た

も

の
と

考

え

て

い

る
よ

う

で

あ

る
。

一
般

に
、

名

誉

欲

.
色

欲

・
食

欲

の
三

つ
は
、

人

間

の
本
能

と
考

え

ら

れ

る
が

、

兼

好

は
、

こ

れ
ら

の
欲

求

は
、

元

来

「
違

順

」

に

拘
束

さ

れ

た

結

果

の

「顛



倒

の
相

L

に

誘

発

さ

れ

た

も

の
で
あ

り
、

し

た

が

っ
て

「
も

と

め

ざ

ら

ん

に

し

か

じ
」

と

い
う

の

で
あ

る
。

な

る

ほ

ど
、

無

常

変

易

の
実

相

に
照

ら

す

と

き

、

理

論

的

に
は

、

ま

さ

し

く

そ

の
通

り

で

あ

ろ

う
。

だ

が
、

実

際

に

は
、

そ

の

三

っ

の

「
楽

欲

」

は
、

よ

ほ

ど

の
覚
悟

を

も

っ
て
臨

ん

だ

と

し

て

も
、

た

や

す

く

は
制

御

し
が

た
く

、

か

え

っ
て
煩

悩

の
熾

烈

さ

を

、

ま

ざ

ま

ざ

と

み

せ

つ
け

ら

れ

た

り

も

す

る

。

こ

こ
に

た

と

え

ば
、
兼

好

は
、
特

に

「
色

欲

」

を

と

り

だ

し

、

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る
。

「
世

の
人

の
心

ま

ど

は

す

事

、

色

欲

に
は

し

か

ず

。

人

の
心

は

愚

か

な

る

も

の
か

な

。
匂

ひ
な

ど

は
仮

の
も

の
な

る

に
、

し

ば

ら

く

衣

裳

に

た
き
も
の

薫
物
す
と
知
り
な
が
ら
、
え
な
ら
ぬ
匂
ひ
に
は
、
必
ず
心
ど
き
め
き
す
る
も
の
な
り
。
久
米
の
仙
人
の
、
物
あ
ら

ふ
女

の
脛
の
白
き
を

　

も

も

　

見

て
、

通

を

失

ひ
け

ん

は
、

誠

に
、

手

足

・
は

だ

へ
な

ど

の
き

よ

ら

に
肥

え
あ

ぶ

ら

づ

き

た

ら

ん

は
、

外

の
色

な

ら

ね
ば

、

さ
も

あ

ら

か
か
レ
」
(笑

段
)
「す
べ
て
の
女
の
・

う
ち
と
け
た
る
秘
も
犠
ず
、

身
を
惜
し
と
も
思
ひ
た
ら
ず
、
堪
ふ
で

も
あ
ら
ぬ
わ
ざ
に
よ

　

　

　

も

も

　

　

も

　

も

　

く

堪

へ
し

の

ぶ

は
、

た

ゴ
色

を
思

ふ
が

ゆ

え
な

り

」

(第
九
段
)
女

人

の
白

脛

に
魅

入
ら

れ

て

通

力

を

失

っ
た

久

米

仙

人

の
故
事

に

「
さ

も

あ

ら

ん

か

し
」

と
、

理

解

を

示

し

、

寸

筆

に
託

し

て
、

女

人

の
官

能

を

活

写

し

得

た

と

こ
ろ

に

、
楽

欲

の
強

さ

を
、

み

ず

か

ら
体

験

し

た

人

の
深

さ

を
感

じ

る

の

は
、

わ

た
く

し

だ
け

で
あ

ろ
う

か
。

思

う

に
、

兼

好

は

「
楽

欲

」

の
対

象

を

、

仮

想

し
、

そ

れ

を

お

そ

れ
、

さ

け

よ

と

さ

と
す

の

で

は

な

い
。

す

べ

て

は
、

現

実

凝

視

の
言

説

で
あ

る
。

「
ま

こ
と

に
、

愛

著

の
道
、

そ

の
根

ふ

か

く
、

源

と

ほ

し

。

も

た

　

　

　

も

　

　

も

　

　

　

　

た

　

　

　

六
塵

の
楽

欲

お

ほ

し

と

い

へ
ど

も
、

皆

厭

離

し

つ
べ

し
。

そ

の
中

に
、

た

だ
、

か

の
惑

の

ひ

と

つ
止

め
が

た
き

の

み
ぞ

、

老

い
た

る
も

若

き

も
智

あ

る

も
愚

か

な

る

も
、

か

は

る
所

な

し

と

み

ゆ

る

。
」

(第

九
段
)
愛

欲

の
旧

里

の
、

い

か

に

の
が

れ
が

た

い

か
を

知

り

つ
く

し

た

者

の
言

説

で

あ

り
、

そ

れ

だ

け

に
、

「
み
つ

か

ら

い

ま

し

め

て
、

恐

る

べ
く

慎

む

べ

き

は
、

こ

の
惑

ひ
な

り

」

(同
段
)
と

い
う

こ

と

ば

は
、

強

い
説

得

力

を

も

っ
て

、

心

に
せ

ま

る

も

の
が

あ

る

。

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
七
七



二
七
八

ま

こ

と

に

、

人

の

い
と

な

み

は
、

わ

ず

ら

わ

し
く

、

は

か
な

い
。

人

は
、

「
一
日

の
う

ち

に
、

飲

食

・
便

利

・
睡

眠

・
言

語

・
行

歩
、

止

む

事

を
得

ず

し

て
、

多

く

の
時

を

失

ふ
。

そ

の
あ

ま

り

の
暇

幾

ぼ

く

な

ら

ぬ
う

ち

に
、

無

益

の
事

を

な

し

、

無

益

の
事

を

言

ひ
、

無

益

の
事

を
思

惟

し

て
時

を

移

す

の

み
な

ら

ず

、

日

を

消

し

、

月

を

亘

り

て

、

一
生

を

送

る

、

尤

も

愚

か

な

り
」

(第

一
〇
八
段
)

兼

好

は
、

か
く

、

無

常

の
基

盤

上

に

起

居

し

な

が

ら
、

そ

れ

を

深

く

は

知

ろ

う

と

せ

ず
、

た

だ

目

前

の

「
名

利
」

「
楽

欲
」

に
翻

弄

さ

れ

る
人

間

の
赤

裸

々
な

姿

を

摘

出

し

て
、

そ

の

一
つ

一
つ
を
、

切

実

な

自

己
体

験

を

と

お

し

て
、

批

判

す

る

の
で

あ

る
。

三

「
諸
縁
放
下
」

の
す
す

め

も

し

人
来

り

て
、

我

が

命

、

明

日

は
必

ず

失

は

る

べ

し

と
告

げ

知

ら

せ

た

ら

ん

に
、

今

日

の
暮

る

瓦
間
、

を

か
営

ま

ん
。

我

等

が

生

け

る
今

日

の
日

、

何

ぞ

そ

の
時

節

に
異

な

ら

ん

。

(第

一
〇
八
段

)

何
事
を
か
頼
み
、
何
事

近

き
火

な

ど

に
逃

ぐ

る

人

は
、

「
し

ば

し
」

と

や

い
ふ
。

身

を
助

け

ん

と
す

れ
ぱ

、

恥

を

も

か

へ
り
見

ず

、

財

を

も

捨

て

て
逃

げ

去

る
ぞ

か
し

。

命

は

人

を
待

つ
も

の
か

は
。

無

常

の
来

る
事

は
、

水

火

の
攻

む

る

よ

り

も

速

に
、

の
が

れ

が

た

き
も

の

を
。

そ

の

時

、

老

い

た

る
親

、

い
と

け

な

き

子
、

君

の
恩
、

人

の
情

、

捨

て

が

た

し

と

て
捨

て

ざ

ら

ん

や
。

(第

五
九
段
)

無
常
の
到
来
は
予
測
し
が
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
あ
ゆ
み
は
確
実
で
し
か
も
早
い
。
今
、
も
し
、
目
前
に
死
の
到
来
を
宣
告
さ
れ
た



と

仮

定

し

て

み
よ

う

α

そ

の
時

、

人

は
、

無

常

変

易

の
理

の
突

然

の
具

体

化

に
驚

き

恐

れ

、

今

し

が

た

ま

で

、

あ

か

ず

追

い
求

め

た

「
名

利
」

も

「楽

欲

」

も

「
恩

愛

」

の
情

も
、

す

べ

て

は

一
睡

の
夢

で

し

か
な

か

っ
た

こ

と
を

思

い
、

存

命

の
間

に
、

な

に

を

な

す

べ

き

で
あ

っ
た

か
を

、

痛

切

に
反

省

す

る

で
あ

ろ
う

。

「
死

に

お
も

む

か
ざ

る
程

は
、

常

住

平

生

の
念

に
習

ひ
て

、

生

の
中

に

お

ほ
く

の

事

を
成

じ

て
後

、

閑

に
道

を

修

せ

ん

と

お
も

ふ

ほ

ど

に
、

病

を

う

け

て
死

門

に

の
ぞ

む

時

、

所

願

一
事

も

成

ぜ

ず

。

い
ふ

か

ひ
な

く

て

、

年

月

の
癬

怠

を
悔

い
て
、

こ

の
度

若

た
ち

な

ほ

り

て
命

を

ま

た
く

せ
ぼ

、

夜

を

日

に

つ
ぎ

て
「

こ

の
事

か

の
事

お

こ
た

ら

ず
成

じ

て

ん

と
、

願

ひ

を

お

こ
す

ら

め
ど

、

や

が

て

お
も

り

ぬ

れ
ば

、

我

に
も

あ

ら

ず

、

取

り

み
だ

し

て

は

て

ぬ
」

(第

二
四

一
段
)
ま

さ

に
、

そ

の

と

お
り

で
あ

ろ

う

。

死

は

対

岸

の
火

で

は

な

い
。

火

宅

無

常

の
世

間

に

棲

息

し

な

が

ら

、

人

は

ど

う

し

て
、

こ

れ

を
実

感

と

し

て
受

け

と

め
よ

う

と

は
し

な

い

の
で

あ

ろ

う

。

「
世

を

長

閑

に
思

ひ

て
打

ち

怠

り

っ

」
、

先

ず

さ

し

あ

た

り

た

る

目

の
前

の
事

に

の
み

ま
ぎ

れ

て
月

日

を

送

れ

ば

、

こ
と

み
＼

な

す

事

な

く

し

て

、

身

は

老

い

ぬ
。
1

悔

ゆ

れ

ど

も

取

り

返

さ

る

瓦
齢

な

ら

ね
ぱ

、

走

り

て
坂

を

下

る
輪

の
ご

と
く

し

て
衰

へ
ゆ

く

L

(第

一
八
八
段
)
こ
れ

は

、

日

常

の
雑

事

に

身

を

労

し

て
、

無

自

覚

の
中

に
、

衰

亡

の
急

斜

面

を

奈

落

に
向

っ
て
藩

進

す

る

者

へ
の
、

き

わ

め

て

適

切

な

警

告

で

あ

る

。

世

に

し

た

が

へ
ば
、

心
、

外

の
塵

に
奪

は

れ

て

惑

ひ

や

す

く
、

人

に
交

れ

ば
、

言
葉

よ
そ

の
聞

き

に
随

ひ

て
、

さ

な

が

ら

心

に

あ

ら

ず

。

人

に

戯

れ
、

物

に
争

ひ
、

一
度

は
恨

み
、

一
度

は
喜

ぶ
。

そ

の
事

定

ま

れ

る

事

な

し
。

分

別

み
だ

り

に
起

り

て
、

得

失

止

む
時

な

し
。

惑

ひ

の

上

に
酔

へ
り
。

酔

の
中

に
夢

を

な
す

。

走

り

て
急

が

は
し

く

、

ほ
れ

て
忘

れ

た

る
事

、

人

皆

か

く

の
ご

と

し

。

(第
七
五
段
)

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
七
九



二
八
〇

世

俗

の

「
名

利

」

「
楽

欲
」

は
、

追

求

す

れ
ば

際

限

が

な

い
。

兼

好

は
、

こ

れ
ら

の

一
切

は
、

妄

想

で
あ

り

、

諦

観

し

、

先

ず
、

い
さ

ぎ

よ
く

こ

れ
ら

を
放

下

し

て
、

す

み

や

か

に
無

碍

の

一
道

に
向

う

べ
き

こ

と
を

説

く

。

顛
倒
で
あ
る
こ
と
を

所
願
を
成
じ
て
後
、
暇
あ
り
て
道
に
む
か
は
ん
と
せ
ば
、
所
願
尽
く
べ
か
ら
ず
。
如
幻
の
生
の
中
に
何
事
を
か
な
さ
ん
。
す
べ
て

は
所
願
皆
妄
想
な
り
。
所
願
心
に
き
た
ら
ば
、
妄
心
迷
乱
す
と
知
り
て
、

一
事
を
も
な
す
べ
か
ら
ず
。
直
ち
に
万
事
を
放
下
し
て

道
に
む
か
ふ
時
、
さ
は
り
な
く
、
所
作
な
く
て
、
心
身
な
が
く
し
つ
か
な
り
。

(第
二
四
一
段
)

万

事

を

放

下

し

て
、

求

道

す

る
と

き
、

そ

の
生
活

態
度

の
中

に

、

お

の
ず

か

ら

身

・
口

・
意

の
業

縛

を
解

脱

し

て
、

身

も

心

も
、

な

が
く

寂

静

の
境

に
住

し

得

る
と

い
う

。

兼

好

は
、

こ

の
諸

縁

放

下

を
、

随

所

に
提

唱

し

て

い
る
。

た

と

え

ば
、

人

間

生

涯

の
中

で
、

「
む

ね

と
あ

ら

ま

し

か

ら

ん
事

」

の
中

か
ら

、

更

に

「
第

一
の
事

を

案

じ

定

め

て
、

そ

の
外

は

思

ひ
す

て

て
、

一
事

を

は

げ

む

べ

し
」

と

い

い
、

』

時

の
癬
怠

、

即

ち

一
生

の
癬

怠

と

な

る
。

こ
れ

を

恐

る

べ
し

L

(第

一
八
八
段
)
と

、

さ

と

す

。

あ

る

い
は

ま

た

、

「
道

を
学

す

る

人
、

夕

に

は

朝

あ

ら

ん

事

を

思

ひ
、

朝

に
は

夕

あ

ら

ん

こ

と

を

思

ひ

て
、

か
さ

ね

て

ね

ん

ご

ろ

に
修

せ

ん

こ

と

を
期

す

。

況

ん

や
、

一
刹

那

の
う

ち

に

お

い
て
、

癬

怠

の
心

あ

る
事

を

知

ら

ん

や

。

何

ぞ

、

た

父
今

の

一
念

に

お

い

て
、

直

ち

に
す

る

こ
と

の
甚

だ

難

き

。
」

(第

九

二
段

)
と
、

さ

と
す

。

こ
れ

ら

は

、

そ

れ

ぞ

れ

に
、

日
常

的

な
話

材

を
適

切

に
配

す

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

具

体

的

に
、

諸

縁

放

下

・

一
念

確

立

の
要

を
説

い
た

段

で
あ

る
。

そ

の
他

、

仏

道

に
専

念

し

て
、

そ

の

た

め

に
世

事

に

は
う

と

か

っ
た
高

野

の
証

空

上
人

や
、

栂

尾

の
明

慧

上
人

の
言
行

に
、



あ

る

い
は

、

「
ま

す

ほ

の
す

玉
き

」

の
語

源

を

問

う

た

め

に

雨

を

い
と

わ
ず

、

そ

れ

を
知

る

聖

を
訪

ね

た
登

蓮

法

師

の
態

度

に
、

心

を

惹

か

れ

る
話

か

ら

な

る

段

の
類

は

、

す

べ

て

一
心

専

念

の
個
性

の
激

し

さ

の
中

に

、

兼

好

が
、

あ

る

べ

き

人

の
姿

を
発

見

し
共

感

し

た

も

の

に
外

な

ら

な

い
。

(第

一
〇

六

・
一
四
四

ド

一
八
八
段
)

と

こ
ろ

で
、

徒

然

草

一
篇

を

と

お

し

て

知

ら

れ

る

兼

好

の
人

と

な

り

は

、

実

に

博

学

・
博

識

で

あ

り
、

し

か

も
、

諸

芸

一
般

に

堪
能

で
あ

る
。

筆

の
お

よ

ぶ

と

こ
ろ

、

時

と

し

て
、

自

負

自

賛

の

一
面

す

ら

も

露

呈

す

る
。

ま

た

、

こ
と

に

彼

の
人

間

洞

察

・
自

然

観
察

・

情

趣

理

解

の
眼

識

に
は

、

お

よ

そ

尋

常

で

な

い
も

の
が

あ

る

。

私

見

に

わ

た

る

が

、

実

は

、

そ

の
よ

う

な

博

識

多

芸

・
才

気

喚

発

・
多

情

多

感

の
彼

で

あ

っ
た

か

ら

こ
そ

、

ひ
と

し

お

「
諸

縁

放

下

」

の
提

唱

は

、

彼

に
と

っ
て

切

実

な

課

題

で

あ

っ
た

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

随

所

に
、

緩

急

あ

い
侯

っ
て
説

く

と

こ
ろ

の
、

「
求

道

」

の
す

す

め

、

そ

の
た

め

の

「
諸

縁

放

下

」

の
高

唱

が
、

単

に
、

出

世

間

的

な

教

理

教

説

の

ひ
び

き

に
終

始

す

る

こ
と

な

く

、

読

む

わ

た

く

し

に

、

時

に

強

い
感

銘

と

、

親

し

み

を
、

同
時

に

覚

え

さ

せ

る

の

も
、

そ

う

し

た
事

情

あ

っ
て

の

こ
と

で
あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る
。

人

間

の
儀

式

、

い
つ

れ

の
事

か

去

り

難

か

ら

ぬ
。

世

俗

の
黙

し

が

た

き

に

随

ひ
て

こ
れ

を

必
ず

と

せ

ば
、

願

ひ

も

多

く

、
身

も

苦

し

く

、

心

の
暇

も

な

く

、

一
生

は

雑

事

の
小

節

に

さ

へ
ら

れ

て

、

空

し

く

暮

れ

な

ん

。

日

暮

れ

、

塗

遠

し

。

吾

が

生

既

に
蹉

跣

た

り

。

諸

縁

を

放

下

す

べ

き

時

な

り

。

信

を

も

守

ら

じ

礼

儀

を

も

思

は

じ
。

こ

の

心

を
得

ざ

ら

ん

人

は

、

物

狂

ひ
と

も

い

へ
、

う

つ

蕊
な

し

、

情

な

し

と

も

思

へ
。

殿

る

と

も

苦

し

ま

じ
。

誉

む

と

も

聞

き

入

れ

じ
。

(第

一

一
二
段
)

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
八

一



二
八
二

ま
さ
に
、
人
生
に
お
け
る
我
が
芽

の

一
大
事
を
痛
感
し
た
、
求
道
者
兼
好
の
面
目
は
、
右
の
よ
う
な
、
強
烈
な
自
己
凝
視
な
い
し
は

反
省
の
こ
と
ば
の
中
に
、
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

「諸
縁
放
下
」
の
提
唱
は
、
無
常
観
を
基
調
と
し
、
そ
の
上
に
開
顕
し
た
兼
好
の
仏
教
思
想
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
性
格
を
も

　

っ

て

い

る

。

四

「
遁

世

」

と

い
う

こ
と

ざ

い

だ

筆
を
執
れ
ば
物
書
か
れ
、
楽
器
を
取
れ
ば
音
を
た
て
ん
と
思
ふ
。
盃
を
取
れ
ば
酒
を
思
ひ
、
般
子
を
取
れ
ば
灘
う
た
ん
事
を
思
ふ
。

心
は
必
ず
事
に
触
れ
て
来
る
。
か
り
に
も
不
善
の
戯
れ
を
な
す
べ
か
ら
ず
。

(第

一
五
七
段
)

兼

好

は
、

一
般

に
、

人

の
心

と

い
う

も

の

は
、

対

象

に
誘

発

さ

れ

や

す

く

、

環
境

に

左

右

さ

れ

や
す

い

こ
と

を

、

か

り

に

も
、

不
善

の

た
わ

む
れ

は
、

こ
れ

を

つ

つ
し

む

べ
き

こ
と

を

す

す

め

る
。

右

の
よ

う

に
述

べ
、

あ
か
ら
さ
ま
に
聖
教
の

一
句
を
見
れ
ば
、
何
と
な
く
前
後
の
文
も
見
ゆ
。
卒
爾
に
し
て
多
年
の
非
を
あ
ら
た
む
る
事
も
あ
り
。
か

り
に
い
ま
こ
の
文
を
ひ
ろ
げ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
こ
の
事
を
知
ら
ん
や
。
こ
れ
則
ち
触
る
玉
所
の
益
な
り
。
心
更
に
起
ら
ず
と
も
、

仏
前
に
あ
り
て
数
珠
を
取
り
、
経
を
取
ら
ば
、
怠
る
う
ち
に
も
、
善
業
お
の
つ
か
ら
修
せ
ら
れ
、
散
乱
の
心
な
が
ら
も
縄
床
に
座



せ
ば

、

覚

え
ず

し

て
禅

定

な

る

べ
し

。

(
右
同
段
)

清

浄

の

お

こ
な

い
は

、

ま

た

い

つ
し

か

清

浄

の
心

境

を

保

た

せ

る
。

こ

の
よ

う

に
な

に
よ

り

も

、

先

ず

、

形

を

整

え

て

、

心

の
問

題

を

考

え

る

こ
と

が

必

要

で

あ

る

。

「外

相

も

し
背

か

ざ

れ
ば

、

内

証

必

ず

熟

す

。

し

ひ

て
不

信

を

云

ふ

べ

か
ら

ず

。
」

こ

の
よ

う

な

考

え

を
、

形

式

主
義

の
名

の
も

と

に
、

実

践

以
前

に
非

誘

す

る

の

は
、

不

見

識

で
あ

ろ
う

。

「
心

は
縁

に

ひ

か
れ

て
移

る
も

の
な

れ

ば

、

閑

な

ら

で

は

道

は

行

じ

が

た

し

。
」

(第

五
八
段
)
こ

れ
も

、

右

に
同

様

の
趣

旨

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

兼

好

は

、

遁

世

生

活

に

つ

い
て

、

自

己

の
体

験

を

通

じ

て

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る

。

そ

の
う

つ
は
物

、

昔

の
人

に
及

ぼ

ず

、

山

林

に

入

り

て
も

、

餓

を

助

け

、

嵐

を

防

ぐ

よ

す

が

な

く

て

は

あ

ら

れ

ぬ

わ

ざ

な
れ

ば

、

お

の
つ

か
ら

世

を

貧

る

に

似

た

る
事

も

、

た

よ

り

に

ふ
れ

ば

な

ど

か

な

か

ら

ん

。

さ

れ

ば

と

て
、

「背

け

る

か

ひ

な

し
。

さ

ば

か

り

な

ら

ば

、

な

じ

か

は

捨

て

し

」

な

ど

い
は

ん

は

、

無

下

の
事

な

り
。

さ

す

が

に

一
度

道

に

入

り

て
世

を
厭

は

ん
人

、

た
と

ひ
望

あ
か
ざ

あ

り

と
も

、

勢

あ

る

人

の
貧

欲

多

き

に

似

る

べ

か

ら

ず

。

紙

の
裏
、

麻

の
衣
、

一
鉢

の

ま

う

け
、

藝

の
あ

つ
物

、

い
く

ぼ

く

か

人

の
費

を

な

さ

ん
。

求

む

る

所

は

や

す

く

、

そ

の
心

は

や

く

足

り

ぬ
べ

し

。

か

た

ち

に

恥

つ

る

所

も
あ

れ

ぱ
、

さ

は

い

へ
ど
、

悪

に

は
疎

く

、

善

に
は

近

づ

く

こ
と

の
み

ぞ

多

き

。

(第

五
八
段
)

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
八
三



二
八
四

こ
れ

は

、

い
か

に

も

現
実

的

な

論
説

で
あ

る
。

山

林

に

の
が

れ

た

生
活

と

は

い

っ
て
も

、

自

分

の
器

量

は

、

古

聖

の
き

び

し

さ

に
比

較

で
き

る
よ

う

な

も

の
で

は

な

く
、

し

た

が

っ
て
、

先

ず

生

存

の
た

め

の
必
要

最

少

限

の
準

備

は

不

可
欠

で
あ

る

こ

と

を

い

い
、

そ

の

意

味

で
は

、

折

に
触

れ

て

世

俗

生

活

に
似

た

一
面

も

あ

る

こ
と

を

認

め

て

い
る
。

し

か

し
、

そ

の
こ

と

は
、

た

だ

ち

に
出

家

遁
世

の
無

意

味

に

つ
な

が

る
も

の

で
は

な

い
。

な
ぜ

な

ら

ば
、

そ

こ
に

要

す

る
衣

・
食

・
住

の
た

ぐ

い
は
、

そ

れ

を
求

め

る

た

め

に
起

こ

る
世

俗

の
貧

欲

に
比

べ

る
時

、

お
よ

そ

問

題

に
は

な

ら

な

い
か

ら

で
あ

る
。

な

お

、

遁

世

者

と

し

て

の
体

面

は
、

自

然

に
悪

に
う

と

み
、

善

に

親

し

む

よ

す

が

に
も

な

る
と

も

付

言

し

て

い
る
。

か

く

て
出

家

遁

世

は

、

世

俗

の
因

習

と

一
旦

の
絶

縁

を

こ

こ

ろ

ざ

し
、

仏

道

を
求

め

る
人

に
と

っ
て

は

、

も

っ
と

も

理

想
的

な
境

界

で
あ

る
。

「人

と

生

れ

た

ら

ん

し

る

し

に

は
、

い
か

に
も

し

て
世

を
遁

れ

ん

こ

と

こ

そ
、

あ

ら

ま

ほ

し
け

れ

。
」

(同
段
)
こ

の
よ
う

に
兼

好

は
、

懇

切

に
、

熱

意

を

こ

め

て
、

遁

世

の
要

を
す

す

め

て

い
る
。

勿

論
、
今

日

の
世

相

か

ら

み

れ
ば

、

こ

と
改

っ
た
出

家

遁

世

な

ど
、

夢

に
近

い
。

だ

が

、

そ

の
精

神

に

は

、

な

お

、

十

分

に
今

日
的

な

意

義

が

あ

る

よ

う

に

思

わ
れ

る
。

人

は
誰

し

も

、

欲

望

と

そ

れ

に

と

も

な

う

雑

念

の
な

い
も

の
は

な

い
。

し

か

も
、

あ

り

と
あ

ら

ゆ

る

欲

望
雑

念

を
助

長

す

る
環

境

は
、

日
進

月

歩

、

人

み
ず

か
ら

の
手

で
造

成

さ

れ

て

い
く

。

問

題

は
、

そ

の
よ

う

な

現

実

の
中

で
、

自

己

の
欲

望

雑

念

の
増

長

を
、

ど

の
程

度

に
喰

い

と

め

て
、

自

己

に

と

っ
て
当

面

必

要

か

つ
不
可

欠

の
目

標

に
、

い
か

に
心

を

振

り

向

け

る

か
、

そ

れ

に

ふ
さ

わ

し

い
生
活

環
境

を
、

い
か

に
整

え

る

か

で
あ

る
。

「
一
事

を

な

さ

ん

と
思

は

ぼ
、

他

の
事

の
破

る

玉
も

、

い
た

む

べ
か

ら

ず

。

人

の
嘲

を

も

恥

づ

べ

か

ら
ず

。

万
事

に

か

へ
ず

し

て
、

一
の
大

事

成

る

べ

か

ら
ず

。
」

(第

一
八
八
段
)

「
大

事

を

思

ひ
立

た

ん
人

は

、

去

り

が

た

く

心

に

か

瓦
ら

ん

事

の
本
意

を
遂

げ

ず

し

て
、

さ

な

が

ら

捨

っ
べ

き

な

り

。
」

(第

五
九
段

)

「
ひ

と

へ
に
貧

る
事

を

つ
と

め

て
、

菩

提

に

お

も

む

か

ざ

ら

ん

は

、

万

の
畜

類

に

変

る
所

あ

る

ま

じ

く

や

。
」

(第

五
八
段
)
心

に

お

こ

る

さ

ま
ざ

ま

な
願

望

を

、

さ

な

が

ら

放

下

し

て
、



ほ
ん
と
う
に
な
す
べ
き
こ
と
を
、
た
め
ら
わ
ず
た
だ
ち
に
実
行
に
移
す
に
は
、
非
常
な
決
意
と
覚
悟
、
そ
れ
に
努
力
が
い
る
。
自
己
を

と
り
ま
く
生
活
環
境
を
、
物
心
両
面
か
ら
浄
化
し
、
整
備
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

「楽
欲
」
の
誘
発
を
未
然
に
鎮
静
し
て
、
当
面

の
大
事
に
全
力
を
か
た
む
け
る
第

一
歩
で
あ
ろ
う
。
人
生
の
意
義
発
見
の
場
と
し
て
の
、
物
心
両
面
か
ら
み
た
理
想
的
生
活
環
境
の
設

計
、
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
に
兼
好
の

「遁
世
」
思
想
の
今
日
的
意
義
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。

五

存

命

の
よ
ろ

こ
び

わ

た

く

し

は
、

前

項

ま

で

に
、

兼

好

は

作

品
徒

然
草

を

と

お

し

て
、

「
無

常

」

の
実

態

を

説

き

、

そ

の

こ
と

を

理

解

せ
ず

し

て
惑

い
、

そ

れ

を

悲

し

む

こ
と

の
み

に
終

わ

る

愚

か

さ

を

説

き
、

人

は

す

み

や

か

に

「
無

常

」

の
理

を
深

め
、

確

か

め

、

そ

の

「
無

常

」

の
活

火

山

上

に

い
と

な

む

と

こ
ろ

の

「
諸

縁

」

を

、

い
さ

ぎ

よ

く
放

下

し

て
、

一
途

に

「
求

道

」

に
向

か
う

べ
き

こ
と

を

説

い
て

い
る

点

に

触

れ

た

。

し

か

し

、

兼

好

の

こ

の
思

想

は
、

決

し

て

人

世

そ

の
も

の
に
背

離

し

た
、

い
わ

ゆ

る
厭

世

主
義

を
基

調

に
展

開

す

る
も

の

で
は

な

く

、

そ

れ

は

、

決

し

て

退

嬰

的

・
消
極

的

な

人

生

観

で

は

な

か

っ
た

こ
と

を
、

こ

こ

に
注

意

し

た

い
。

人

、

死

を

憎

ま

ぱ

、

生

を

愛

す

べ

し

。

存

命

の
喜

び

、

日

々
に
楽

し

ま

ざ

ら

ん

や
。

愚

か

な

る
人

、

こ

の
楽

し
び

を

忘

れ

て
、

い

た
つ

が

は
し

く

外

の
楽

し

び

を

求

め
、

こ

の
財

を

忘

れ

て
、

危

ふ
く

他

の
財

を
貧

る

に

は
、

志

、

満

つ
事

な

し
。

生

け

る
間

生

を

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
八
五



二
八
六

楽
し
ま
ず
し
て
、
死
に
臨
み
て
死
を
恐
れ
ぱ
、
こ
の
理
あ
る
べ
か
ら
ず
。
人
皆
生
を
楽
し
ま
ざ
る
は
、
死
を
恐
れ
ざ
る
故
な
り
。

死
を
恐
れ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
、
死
の
近
き
事
を
忘
る
瓦
な
り
。
も
し
ま
た
、
生
死
の
相
に
あ
つ
か
ら
ず
と
い
は
ば
、
実

の
理
を
得

も

　

　

も

も

　

　

た

り

と

い

ふ

べ

し
。

(第

九
三
段
)

右

に

よ

れ
ば

、

兼

好

は
、

先

ず

「
存

命

の
た

の
し

み
」

を

説

き

「
存

命

の
よ

ろ

こ
び

」

を

説

い

て

い

る
。

「
死

を

憎

ま

ぱ
、

生

を
愛

す

べ

し
。

存

命

の
喜

び

、

日

々

に
楽

し

ま

ざ

ら

ん

や

。
」

こ

れ

だ

け

の

こ

と

ば

を

抄

出

し

て

み

る

と
、

現

実

を

享
楽

せ

よ

と

い

っ
た

ニ

ヱ
ア

ソ

ス
を

も

っ
て

受

け

こ
ま

れ

や

す

い
が
、

決

し

て

そ

の
よ

う

な

も

の
で

は

な

い
。

兼

好

は
、

こ

こ
に

い
う

「存

命

の
た

の
し

み
」

を

「
外

の
楽

し

び

」

「
他

の
財

」

と

明

瞭

に

区
別

し

て

い
る
。

い

い
か

え

れ

ぱ
、

世

俗

の

「
楽

欲

」

と

は

お

よ

そ

次

元

を

異

に

し

た
、

全

く

独

自

の
も

の
と

し

て

「
存

命

の
喜

び

」

を

認
識

し

て

い
る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

こ

の
段

の
冒

頭

に
引

く

と

こ
ろ

の
、

牛

を
売

る

人

の
話

を
待

つ
ま

で

も

な

く

、

人

は

、

死

を

の
が

れ

る

こ

と

は
絶

対

に

で

き

な

い
。

「若

き

に

も

よ

ら
ず

、

強

き

に

も

よ

ら
ず

、

思

ひ

か

け

ぬ

は
死

期

」

(第

三
七
段
)
な

の
で

あ

る

。

し

か

し
、

死

が
、

老

少

善

悪

を

え

ら

ば

ぬ
よ

う

に
、

現

在

の
生

も

ま

た
、

老

少

善

悪

い
ず

れ

の
人

に
と

っ
て

も

事

実

で

あ

り
、

「今

日

ま

で

(
死

を

)逃

れ
来

に

け

る

は
、

あ

り

が

た

き

不

思

議
」

(右

同
段
)
で
あ

り
、

「
一
日

の

命

、

万

金

よ

り

も

重

し

」

(第

九
三
段
)
で

あ

る
。

人

は
、

現

に
、

絶

対

の
生

を
う

け

な

が
ら

、

相

対

の

「楽

欲

」

に
執

着

し

て
、

死

の

近

い

こ
と

を

忘

れ
、

あ

た

ら

一
生

を

む

な

し
く

つ

い
や

し
、

や
が

て
、

そ

の
到

来

に
恐

れ

お

の

の
く
。

そ

れ

で

は
、

ほ

ん

と
う

に

生
を

愛

し

、

楽

し

ん

だ

こ

と

に

は

な

り
得

な

い
。

「
無

常

」

を

自

覚

徹

底

す

れ

ば

、

そ

の
ま

ま

「
存

命

の
よ

ろ

こ

び
」

と
な

る
。

前

項

ま

で

に
指

摘

し

た

兼

好

の
、

「
無

常

認

識
」

「諸

縁

放

下

」

「
出

家

遁

世

」

の
勧

誘

は
、

い

い
か

え

れ
ば

「
い
た
つ

が

は

し
く

外

の
楽

し

び



を

求

め

L

「
危

ふ

く

他

の
財

を
貧

る
」

心

を

ひ

る

が

え

し

て
、

に

開

眼

せ

よ

、

と

い
う

こ
と

に

な

る

。

内

な

る
道

念

に
自

己

を
帰

一
し
、

日

々
存

命

の
、

ま

こ

と

の
よ

ろ

こ
び

生

.
住

・
異

・
滅

の

移

り

か

は

る
実

の
大

事

は
、

た

け

き
河

の

み

な

ぎ

り
流

る

瓦
が

如

し
。

暫

も

滞

ら

ず

、

た

ご
ち

に
行

ひ
ゆ

く

も

の
な

り
。

さ

れ

ば
、

真

俗

に

つ
け

て
、

必
ず

果

し
遂

げ

ん

と
思

は

ん
事

は
、

機

嫌

を

い

ふ

べ
か

ら

ず

。

と

か
く

の
も

よ

ひ
な

く
、

足

を
踏

み

止

む

ま

じ

き

な

り
。

(第

一
五
五
段
)

「
無

常

」

を
自

覚

し

て
、

「
存

命

の

よ

ろ

こ
び

」

を

味

あ

い
知

っ
た
時

、

あ

ら

た

め

て
寸

陰

の
尊

さ

が

思

わ

れ

、

そ

の
流

失

は

悔

や

ま

れ

る
。

「
た

穿
今

の

一
念

、

む
な

し

く

過

ぐ

る
事

を
惜

し

む

べ

し
」

(第

一
〇
八
段
)

二

時

の
癬

怠

、

一
生

の
癬

怠

と

な

る

。

こ
れ

を

恐

る

べ
し

L

(第

一
八
八
段
)
な

ど

、

随

所

に

惜

陰

を

す

す

め

さ

と

す

の
は

、

す

べ

て

、

こ

の
謂

に

外

な

ら

な

い
。

と

こ
ろ

で
、

兼

好

は

、

更

に

「
生

死

の
相

に
あ

つ

か

ら

ず

と

い

は

黛
、

実

の
理

を

得

た

り

と

い

ふ

べ
し
」

と

論

究

す

る
。

す

な

わ
ち

、

「
生
」
と

「死
」
と
を
相
対
関
係
に
お
い
て
考
え
ず
、
そ
の
二
者
を
止
揚
し
た
ー

あ
る
い
は
廃
離
し
た
1

次
元
に
お
い
て
把
え
得

た

時
、

ほ

ん

と
う

の
仏

教

的

悟

道

は
開

顕

す

る
。

そ

し

て
、

そ

の
境

界

へ
の
帰

一
こ
そ

、

人

生

究

極

の
悦

楽

と
す

る

の

で
あ

る
。

「
ま

こ
と

の
人

は

、
智

も

な

く

、
徳

も

な

く
、
功

も

な

く

、
名

も

な

し
。
ー

本

よ

り

賢
愚

・
得

失

の
境

に
を

ら

ざ

れ
ぱ

な

り

。
」

(第

三
八
段
)

こ
の
言
説
に
も
、
兼
好
が
理
想
と
し
た
、
人
の
あ
る
べ
き
境
界
は
、
相
対
的
世
界
観
を
超
越
し
た
、
無
為
絶
対

の
妙
境
に
あ

っ
た
こ
と

㈹

が
知

ら

れ

る
。

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
V

二
入
七



二
八
八

或

る

人

、

法

然

上

人

に
、

「
念

仏

の
時

睡

に

お

か

さ

れ

て
、

行

を

お

こ

た

り
侍

る
事

、

い

か

黛
し

て
、

此

の
さ

は
り

を

や

め
侍

ら

ん

」

と

申

し

け

れ

ぱ
、

「
目

の

さ

め

た

ら

ん

ほ

ど
念

仏

し
給

へ
」

と
答

へ
ら

れ

た

り
け

る
、

い
と

た

ふ

と

か

り

け

り
。

又
、

「
往

生

は

一
定

と

思

へ
ば

一
定

、

不

定

と
思

へ
ば

不

定

な

り

」

と

い

は

れ
け

り

。

こ
れ

も

た

ふ

と

し
。

又
、

「
う

た

が

ひ
な

が

ら

も

念

仏

す

れ

ば

、
往

生

す

」

と

も

い
は

れ

け

り
。

こ

れ

も
亦

た

ふ

と

し
。

(第

三
九
段
)

兼
好
が
、

こ
の
念
仏
者
法
然
上
人
の
言
説
に
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
賛
仰

の
意
を
表
明
し
た
の
も
、

一
宗

一
派

の
偏
執
を
超
え
て
、

求
道
的
人
間
の
理
想
像
を
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
信
の
境
界
に
発
見
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

「存
命
の
よ
ろ
こ
び

・
た
の
し
み
」
と
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
か
か
る
絶
対
境

へ
の
求
道
の
歴
程
に
お
い
て
味
得
し
う
る

「よ
ろ
こ
び

一

で
あ
り

「た
の
し
み
」
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
徹
底
し
た
自
覚
的
無
常
観
を
基
調
と
し
て
、

一
た
び
は
否
定
し
去
っ
た
人

と
世
の
存
在
価
値
の
再
発
見
で
あ
る
。

自
覚
的
無
常
観
は
、
生
死

・
賢
愚

・
得
失
の
相
対
観
を
超
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
眺
め
ら
れ
る
世
と
人
の
す
が
た
は
、
従

前

と
は
全
く
異

っ
た
価
値
観
の
も
と
に
把
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
も
の
の

一
面
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
両
面
観

・
立
体
観

で
あ
る
。

「あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
部
山
の
姻
立
ち
さ
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る
習
ひ
な
ら
ば
、

い
か
に
、
も
の
の
あ
は
れ

も
な
か
ら
ん
。
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
、

い
み
じ
け
れ
」
(第
七
段
)
事
物
の
推
移
変
化
の
相
の
中
に
、
美
的
情
緒

を
み
と
め
味
あ
う
、

兼
好
の
、
こ
の
種
の
文
芸
観
は
、
澄
み
き
っ
た
無
常
観

の
上
に
し
か
開
け
ま
い
。

い
ま
筆
を
お
よ
ぼ
す
余
裕
は
な

い
が
、
特
に
第

二
二

七
段
を
中
心
に
展
開
す
る
兼
好
の
自
然
観

・
恋
愛
観

・
趣
味
観
な
ど
、
ど
れ
と
し
て
、
彼
の
透
徹
し
た
自
覚
的
無
常
観
に
培
わ
れ
な
い



も

の
は
な

い
。
わ
た
く
し
は
、
徒
然
草
に
お
け
る
仏
教
思
想
と
文
芸
思
潮
の
、
い
み
じ
き
接
点
を
そ
こ
に
み
る
の
で
あ
る
。

以
上
わ
た
く
し
は
、
徒
然
草
に
あ
ら
わ
れ
た
、
著
者
兼
好
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
な
が
め
、
主
と
し
て
、
自
覚
的
無
常
観
を
基
調
と

し
て
展
開
す
る
、
彼
の
人
世
批
判
と
、
そ
の
価
値
発
見

の
具
体
相
に
つ
い
て
触
れ
た
。
な
お
、
彼
の
無
常
観
と
文
芸
観
と
の
融
合
に
つ

い
て
は
、
論
及
の
い
と
ぐ
ち
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
じ
る
機
会
を
持
ち
た

い
。

と
も
あ
れ
、
作
品
徒
然
草
を
と
お
し
て
知
ら
れ
る
兼
好
の
、
仏
教
思
想

の
展
開
が
、
時
代

の
へ
だ
た
り
を
超
え
て
、
な
お
今
日
的
な

意

義
を
ゆ
た
か
に
た
た
え
る
と
こ
ろ
、
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
を
仏
教
文
学
作
品
と
し
て
の
徒
然
草
の
、
す
ぐ
れ
た
思
想
的
生
命
と
認
め

た
い
の
で
あ
る
。

(1)(2)(3)

徒
然
草

の

「
無
常
観
」
に

つ
い
て
は
、
近
時
、
国
文
学
者

の
間
に
、
第
三
〇
段
を
境
に
し
て
、

前
後
、

そ

の
思
想

的
内
容

に
浅
深

の
推
移

が
認

め
ら

れ
る
旨

の
推
論
が
あ
る
な
ど
、

別

に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
が
あ

る
。

拙
論

「
徒
然
草

の
無
常
観

に

つ
い
て
」

(大
谷
大
学

国

文
学
会
報
第
十
四
号
)
参
照
。

兼
好

の

「
諸
縁
放
下
」

の
所
説
は
、

「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」

六

・
第
九

の
影
響
下
に
成
立
し
た

の
で
は
な

い
か
と
推

定
せ
ら
れ
る
。

特

に
徒
然

草

五
九

・
一
〇
八

・
二
四

一
の
諸
段

と
の
関
連

は
注
意

に
価
す

る
も

の
が
あ

る
。

第

三
八

・
九

三
両
段

の
所
説

に

つ
い
て
、
老
荘
思
想

の
影
響
を
認

め
得

る
こ
と
、
諸
註

の
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

思
う
に
老
荘
の
思
想

的

究
極
値

で
あ

る

「絶
対
無
差
別
」

「無
為
自
然
」

の
境
界

が
、
仏
教
的
悟
道

と

一
昧

に
説

か
れ
た
も

の
で
あ
り
、

兼
好
独
自

の

(
あ
る

い
は
時

代
的

な
)
宗
教
的
境
界

が
、

そ
こ
に
醸
成

さ
れ
た
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

(四
三

・
八

・
三
〇
)

徒
然
草
の
思
想

(鷲
山
)

二
八
九


