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人
生
の
大
き
さ

　梵
鐘
を
丸
太
で
た
た
け

む
か
し
、
甚
太
郎
（
じ
ん
た
ろ
う
）
と
い
う
十
歳
に
な
る
少
年
が
い
た
。
甚
太

郎
は
近
所
の
お
寺
で
よ
く
一
人
で
遊
ん
だ
。
あ
る
日
、お
寺
の
和
尚
（
お
し
ょ
う
）

さ
ん
が
甚
太
郎
を
呼
び
、
こ
う
言
っ
た
。

「
本
堂
の
裏
に
蔵
（
く
ら
）
が
あ
る
じ
ゃ
ろ
。
実
は
あ
の
蔵
の
中
に
代
々
保
管
さ

れ
て
い
る
宝
物
が
あ
る
。
そ
の
宝
物
が
な
に
か
、
蔵
に
入
っ
て
見
て
く
る
が
い

い
」。

甚
太
郎
は
興
味
津
々
（
き
ょ
う
み
し
ん
し
ん
）
で
蔵
に
入
っ
て
い
っ
た
。
蔵
に

は
窓
が
一
つ
も
な
く
、な
か
は
昼
間
で
も
真
っ
暗
で
な
に
も
見
え
な
い
。
し
か
し
、

目
の
前
に
「
な
に
か
」
が
あ
る
こ
と
は
気
配
で
わ
か
る
。
た
だ
具
体
的
に
な
ん

で
あ
る
か
は
見
当
が
つ
か
な
い
。
そ
の
と
き
、
甚
太
郎
の
足
裏
に
小
枝
の
よ
う

な
木
片
が
触
れ
た
の
で
、
彼
は
そ
れ
を
拾
い
上
げ
、
目
の
前
の
「
な
に
か
」
を

た
た
い
て
み
た
。

チ
ン
、
チ
ン
・
・
・
　
カ
ラ
ン
、
カ
ラ
ン
・
・
・

甚
太
郎
は
蔵
の
な
か
か
ら
出
て
き
て
本
堂
に
戻
り
、
こ
う
告
げ
た
。

「
な
ん
だ
和
尚
さ
ん
、
あ
れ
は
『
鍋
（
な
べ
）』
か
『
や
か
ん
』
で
す
ね
」。

和
尚
さ
ん
は
「
そ
う
か
、
鍋
・
や
か
ん
だ
っ
た
か
。
は
っ
は
っ
は
っ
」
と
空
に

向
か
っ
て
笑
い
声
を
と
ば
し
、
去
っ
て
い
っ
た
。

─
歳
月
は
流
れ
、
甚
太
郎
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
大
人
に
な
っ
て
い
た
。
生
ま

れ
故
郷
を
離
れ
て
仕
事
を
持
ち
、
結
婚
を
し
、
父
親
に
な
っ
て
い
た
。
が
、
都

で
の
仕
事
が
つ
ま
ず
き
、
追
わ
れ
る
よ
う
に
、
き
ょ
う
こ
の
町
に
も
ど
っ
て
き

た
。
こ
こ
で
再
出
発
を
す
る
つ
も
り
だ
。
甚
太
郎
は
何
十
年
ぶ
り
に
お
寺
に
行
っ

て
み
た
。
変
わ
ら
ぬ
境
内
に
は
、
変
わ
ら
ぬ
姿
で
和
尚
さ
ん
が
い
た
。
甚
太
郎

を
見
つ
け
こ
う
言
っ
た
。
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「
蔵
の
な
か
の
宝
が
な
に
か
、
ま
た
見
て
く
る
が
い
い
」。

甚
太
郎
は
、
蔵
の
な
か
に
入
っ
て
い
っ
た
。
あ
の
と
き
と
同
じ
よ
う

に
、足
裏
に
触
れ
た
木
片
を
拾
い
上
げ
、目
の
前
に
感
じ
る
「
な
に
か
」

を
た
た
い
て
み
た
。

チ
ン
、
チ
ン
・
・
・
　
カ
ラ
ン
、
カ
ラ
ン
・
・
・

「
や
っ
ぱ
り
鍋
か
や
か
ん
か
。
で
も
、
和
尚
さ
ん
が
宝
物
と
い
う
ん
だ

か
ら
な
に
か
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
い
な
が
ら
、
甚
太
郎
は
さ
ら
に

し
ゃ
が
み
こ
ん
で
、
足
元
の
ま
わ
り
を
手
で
探
っ
て
み
る
。
ク
モ
の

巣
や
ら
ほ
こ
り
や
ら
を
か
ぶ
り
な
が
ら
、
頭
を
ど
こ
か
に
ぶ
つ
け
な

が
ら
、
は
い
つ
く
ば
っ
て
手
を
伸
ば
し
て
い
く
と
、
重
い
丸
太
の
よ

う
な
も
の
が
手
に
触
れ
た
。
そ
の
丸
太
を
持
ち
上
げ
、
甚
太
郎
は
目

の
前
の
「
何
か
」
を
力
い
っ
ぱ
い
た
た
い
て
み
た
。

ゴ
ォ
ー
ー
ー
ー
ン
。

甚
太
郎
は
走
っ
て
本
堂
に
戻
り
、
顔
を
赤

ら
め
て
こ
う
言
っ
た
。

「
和
尚
さ
ん
、
あ
れ
は
大
き
な
鐘
（
か
ね
）

だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
あ
ん
な
に
ふ
か
い
鐘

の
音
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

生
き
る
こ
と
は
、ほ
ん
と
う
に
複
雑
で
奥
深
い
活
動
で
す
。わ
た
し
た
ち
は
、

生
き
て
い
る
あ
い
だ
に
無
限
に
成
長
が
可
能
で
す
し
、
そ
こ
か
ら
無
尽
蔵

（
む
じ
ん
ぞ
う
）
に
喜
び
や
感
動
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
け
れ
ど

そ
の
一
方
で
、
停
滞
や
漂
流
も
あ
る
し
、
悩
み
や
苦
し
み
も
た
く
さ
ん
湧

き
起
こ
っ
て
き
ま
す
。

ま
わ
り
の
人
た
ち
を
よ
く
観
察
す
る
に
つ
け
、
ま
た
、
テ
レ
ビ
な
ど
に
出

て
く
る
有
名
人
を
な
が
め
る
に
つ
け
、
さ
ら
に
は
歴
史
上
の
人
物
を
読
書

で
知
る
に
つ
け
、
こ
の
世
に
は
ほ
ん
と
う
に
た
く
さ
ん
の
生
き
る
姿
が
あ

る
の
だ
な
と
気
づ
き
ま
す
。
そ
う
し
た
千
差
万
別
の
多
様
性
こ
そ
、
人
間

が
生
き
る
こ
と
の
複
雑
さ
や
奥
深
さ
を
表
わ
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
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さ
て
、
問
題
は
あ
な
た
の
「
生
き
る
」
で
す
。
あ
な
た
の
「
生
き
る
」
も
、

ま
ち
が
い
な
く
、
と
て
つ
も
な
い
複
雑
さ
や
奥
深
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
は
、
あ
ら
か
じ
め
目
に
見
え
ま
せ
ん
。

あ
な
た
の
「
生
き
る
」
は
、
現
時
点
で
は
、
真
っ
暗
な
蔵
の
な
か
に
つ
る

さ
れ
て
い
る
「
な
に
か
」
で
す
。
そ
の
た
た
き
方
に
よ
っ
て
、
鳴
り
方
が

ち
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

も
し
、
あ
な
た
が
生
き
る
こ
と
に
対
し
て
、「
自
分
っ
て
才
能
な
い
し
、
が

ん
ば
っ
て
も
限
界
あ
る
よ
な
」
と
か
、「
生
き
る
っ
て
、
こ
ん
な
も
の
か
。

楽
し
い
こ
と
も
な
い
し
」
と
か
、
そ
ん
な
よ
う
な
し
ら
け
、
あ
き
ら
め
、

割
り
切
り
の
気
持
ち
で
過
ご
し
て
い
く
な
ら
、
蔵
の
な
か
の
「
な
に
か
」

は
ち
っ
ぽ
け
な
音
し
か
鳴
ら
さ
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
割
り
箸
く
ら

い
も
の
で
、
い
い
か
げ
ん
に
た
た
い
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
も
し
、
あ
な
た
が
大
き
な
丸
太
を
持
ち
上

げ
て
、
強
く
ど
ー
ん
と
た
た
け
ば
、
そ
の
「
な
に
か
」

は
必
ず
ゴ
ォ
ー
ン
と
鳴
る
も
の
で
す
。
そ
の
「
な
に

か
」
は
そ
も
そ
も
立
派
な
梵
鐘
な
の
で
す
か
ら
。
そ

し
て
、
そ
の
奥
深
い
ゴ
ォ
ー
ン
と
い
う
音
は
、
打
っ

た
本
人
の
み
な
ら
ず
、
村
じ
ゅ
う
に
響
い
て
、
人
び

と
に
時
を
知
ら
せ
た
り
、
心
を
落
ち
着
か
せ
た
り
す

る
は
た
ら
き
を
し
ま
す
。
鍋
・
や
か
ん
が
、
せ
い
ぜ

い
自
分
が
食
べ
る
た
め
だ
け
の
役
し
か
は
た
さ
な
い

こ
と
を
考
え
る
と
対
照
的
で
す
。

「
丸
太
で
強
く
た
た
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
？
　「
丸
太
で
」

と
は
、
自
分
自
身
が
丸
太
の
よ
う
に
太
く
頑
丈
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
自
分
の
才
能
を
い
ろ
い
ろ
磨
い
て
い
く
、
自
分
の
健
康
を

増
進
し
て
い
く
。「
強
く
た
た
く
」
と
は
、
強
い
思
い
を
持
っ
て
も
の
ご
と

に
当
た
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。「
い
ま
は
自
信
が
な
い
。
な
い
け
れ
ど
も
、

何
度
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
で
自
信
は
つ
い
て
く
る
も
の
だ
」「
動
い
た

分
だ
け
な
に
か
が
見
え
て
く
る
。も
っ
と
動
こ
う
。そ
の
先
を
見
る
た
め
に
」

「
し
ん
ど
い
け
ど
、そ
の
し
ん
ど
さ
が
あ
る
か
ら
や
り
が
い
も
あ
る
」と
い
っ

た
よ
う
な
気
概
（
き
が
い
）
の
こ
と
で
す
。

ど
ん
な
環
境
に
、
ど
ん
な
自
分
で
生
ま
れ
よ
う
と
、
そ
の
生
は
深
い
音
の

す
る
立
派
な
梵
鐘
で
す
。
鐘
を
た
た
い
て
み
て
、
小
さ
な
音
し
か
鳴
ら
な

く
て
も
、
鐘
に
ケ
チ
を
つ
け
る
の
は
筋
違
い
で
す
。
そ
れ
は
鐘
の
問
題
で

は
な
く
、
あ
な
た
の
た
た
き
方
の
問
題
な
の
で
す
か
ら
。
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