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自
身
が
、「
太
上
天
皇
沙
弥
勝
満
」
と
称
し
て
、「
仏
道
成
就
」
す
る
こ
と
を
述

べ
、
譲
位
し
た
の
で
あ
る（

２
）

。
家
持
の
当
該
歌
が
作
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の

よ
う
に
聖
武
天
皇
が
仏
教
を
厚
く
信
仰
し
た
こ
と
に
よ
り
仏
教
文
化
が
興
隆
し

た
時
代
で
あ
っ
た
。

世
間
の
無
常
を
悲
し
び
た
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

天
地
の　

遠
き
初
め
よ　

世
の
中
は　

常
な
き
も
の
と　

語
り
継
ぎ　

な
が
ら

へ
来
れ　

天
の
原　

ふ
り
放
け
見
れ
ば　

照
る
月
も　

満
ち
欠
け
し
け
り　

あ

し
ひ
き
の　

山
の
木
末
も　

春
さ
れ
ば　

花
咲
き
に
ほ
ひ　

秋
づ
け
ば　

露
霜

負
ひ
て　

風
交
り　

黄
葉
散
り
け
り　

う
つ
せ
み
も　

か
く
の
み
な
ら
し　

紅

の　

色
も
移
ろ
ひ　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
髪
変
は
り　

朝
の
咲
み　

暮
変
は
ら
ひ

　

吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
如
く　

逝
く
水
の　

留
ら
ぬ
如
く　

常
も
な
く　

移

ろ
ふ
見
れ
ば　

に
は
た
ず
み　

流
る
る
涙　

止
み
か
ね
つ
も

（
巻
十
九
・
四
一
六
〇
）

言
問
は
ぬ
木
す
ら
春
咲
き
秋
づ
け
ば
黄
葉
散
ら
く
は
常
を
無
み
こ
そ　

一
は
云

は
く
、
常
無
け
む
と
そ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
同
・
四
一
六
一
）

う
つ
せ
み
の
常
無
き
見
れ
ば
世
の
中
に
情
つ
け
ず
て
思
ふ
日
そ
多
き　

一
は
云

は
く
、
嘆
く
日
そ
多
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
同
・
四
一
六
二（

３
）

）

　
　
　
　

悲
世
間
無
常
歌
一
首
并
短
歌

天
地
之  
遠
始
欲  

俗
中
波  

常
無
毛
能
等  

語
續  

奈
我
良
倍
伎
多
礼  

一
、
は
じ
め
に

大
伴
家
持
が
生
き
た
時
代
は
、
聖
武
天
皇
の
時
代
と
重
な
る
。
聖
武
天
皇
は

東
大
寺
に
盧
舎
那
仏
像
を
建
立
し
、
ま
た
国
分
寺
や
国
分
尼
寺
を
諸
国
に
建
て

た
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
と
『
妙
法
蓮
華
経
』
と
を
置
く

な
ど
、
仏
弟
子
と
し
て
仏
教
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た
。
ま
た
奈
良
朝
に
は
遣
唐

使
ら
に
よ
っ
て
多
く
の
仏
典
が
持
ち
込
ま
れ
、
仏
教
文
化
が
花
開
い
た
時
期
で

あ
る
。
す
で
に
前
代
の
山
上
憶
良
に
よ
る
多
く
の
作
品
は
仏
教
の
思
想
に
彩
ら

れ
て
い
た
。
家
持
を
含
む
奈
良
朝
の
知
識
人
の
間
で
は
、
仏
教
思
想
が
か
な
り

浸
透
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
家
持
の
「
悲
世
間
無
常
歌
」
は
、
天
平
勝
宝
二
（
七
五

〇
）
年
三
月
九
日
に
作
ら
れ
た（

１
）

。
こ
の
前
年
の
二
月
二
十
二
日
に
、
東
大
寺
の

盧
舎
那
仏
に
使
用
す
る
黄
金
が
、
陸
奥
国
よ
り
出
た
こ
と
が
朝
廷
に
も
た
ら
さ

れ
、
四
月
一
日
に
は
聖
武
天
皇
が
東
大
寺
に
行
幸
し
て
、
宣
命
第
十
二
詔
に
お

い
て
自
ら
を
「
三
宝
の
奴
」
と
し
て
、
盧
舎
那
仏
に
黄
金
が
出
た
こ
と
を
報
告

し
、
仏
の
慈
悲
を
貴
ん
だ
。
さ
ら
に
同
年
の
閏
五
月
二
十
日
に
は
、
聖
武
天
皇

大
伴
家
持
の
世
間
の
無
常
を
悲
し
む
歌

　

―
そ
の
仏
典
受
容
と
作
品
形
成
に
触
れ
て
―

 

鈴
木　

道
代
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は
変
わ
る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
「
う
つ
せ
み
」
が
常
も
な
く
移
ろ
う
の
を

見
る
と
流
れ
る
涙
を
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
。
ま
た
反
歌
の

二
首
で
は
、
言
葉
を
話
さ
な
い
木
で
す
ら
春
に
な
れ
ば
花
を
咲
か
せ
、
秋
に
な

れ
ば
黄
葉
が
散
る
の
は
常
と
い
う
も
の
が
な
い
か
ら
だ
と
い
い
、
ま
た
、
現
実

の
世
の
中
に
常
が
無
い
の
を
見
る
と
心
が
落
ち
着
か
な
く
、
物
を
思
う
こ
と
が

多
い
の
だ
と
い
う
。

家
持
の
「
悲
世
間
無
常
歌
」
の
特
徴
は
、
世
間
（
う
つ
せ
み
）
の
存
在
を
自

然
の
移
ろ
い
と
人
の
世
の
無
常
と
の
両
面
の
道
理
か
ら
歌
う
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
照
る
月
も
満
ち
欠
け
し
け
り
」「
春
さ
れ
ば
花
咲
き
に
ほ
ひ
」「
秋

づ
け
ば
…
黄
葉
散
り
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
季
節
や
時
間
の
移
ろ
い
に
よ
っ

て
自
然
の
有
様
が
変
化
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
人
間
の
世

と
重
ね
る
こ
と
で
永
遠
に
続
く
生
と
死
と
の
繰
り
返
し
を
歌
う
の
で
あ
る
。

二
、
憶
良
の
「
哀
世
間
難
住
歌
」
と
家
持
の
「
悲
世
間
無
常
歌
」

一
方
、「
世
間
無
常
」
と
い
う
思
想
と
向
き
合
っ
た
歌
人
と
い
え
ば
山
上
憶

良
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
歌
は
、
憶
良
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
従

来
指
摘
さ
れ
て
い
る（

４
）

。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
憶
良
の
「
哀
世
間
難
住
歌
」
を
挙
げ

て
、
家
持
の
当
該
歌
と
の
比
較
を
行
い
た
い
。

世
間
の
住
り
難
き
を
哀
し
び
た
る
歌
一
首
并
せ
て
序

天
原  

振
左
氣
見
婆  

照
月
毛  

盈
昃
之
家
里  

安
之
比
奇
能 

山
之
木
末

毛  
春
去
婆  

花
開
尒
保
比  

秋
都
氣
婆  

露
霜
負
而  

風
交 

毛
美
知
落
家

利  
宇
都
勢
美
母  

如
是
能
未
奈
良
之  

紅
能  

伊
呂
母
宇
都
呂
比 

奴
婆

多
麻
能  
黒
髪
變  

朝
之
咲  

暮
加
波
良
比  

吹
風
能  

見
要
奴
我
其
登
久 

逝
水
能  

登
麻
良
奴
其
等
久  

常
毛
奈
久  

宇
都
呂
布
見
者  

尓
波
多
豆
美

　

流
渧  

等
騰
未
可
祢
都
母

言
等
波
奴  

木
尚
春
開  
秋
都
氣
婆  

毛
美
知
遅
良
久
波  

常
乎
奈
美
許
曽  

一
云
、
常
无
牟
等
曽

宇
都
世
美
能  

常
无
見
者  

世
間
尒  
情
都
氣
受
弖  

念
日
曽
於
保
伎  

一

云
、
嘆
日
曽
於
保
吉

長
歌
で
は
、「
世
間
無
常
」
と
い
う
こ
と
は
、
天
地
開
闢
の
時
か
ら
語
り
継

が
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
天
の
原
を
振
り
放
け
見
る
と
、
照
る
月
も
満

ち
欠
け
す
る
の
で
あ
り
、
山
の
梢
も
春
に
な
れ
ば
花
が
咲
き
、
秋
に
な
れ
ば
露

霜
が
お
り
て
風
が
冷
た
く
吹
き
、
黄
葉
が
散
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
長
歌
の
冒

頭
は
、「
世
間
無
常
」
と
い
う
こ
と
が
こ
の
世
の
摂
理
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
月

や
草
木
な
ど
の
自
然
の
物
象
も
ま
た
「
無
常
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
自
然
の
あ
り
様
が
移
ろ
っ
て
ゆ
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
う
つ
せ
み
」
も

変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
家
持
が
捉
え
る
「
う
つ
せ
み
」
と
は
、
吹
く

風
が
見
え
な
い
よ
う
に
、
流
れ
る
水
が
そ
の
場
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
人
間

の
美
し
い
紅
顔
の
色
も
変
わ
り
、
黒
髪
も
白
髪
に
な
り
、
朝
の
笑
み
も
夕
べ
に



―131―

神
亀
五
年
七
月
二
十
一
日
、
嘉
摩
郡
に
し
て
撰
定
す
。
筑
前
国
守
山

上
憶
良

憶
良
の
「
哀
世
間
難
住
歌
」
の
序
に
は
、「
百
年
賞
楽
」
と
対
極
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
集
ま
り
易
く
払
い
難
い
も
の
と
し
て
「
八
大
辛
苦（

５
）

」
を
挙
げ
、
人

が
最
も
嘆
く
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
こ
れ
に
よ
る
と
い
う
。
そ
こ
で「
二
毛
の
嘆
き
」、

つ
ま
り
「
老
」
い
の
嘆
き
を
歌
に
よ
っ
て
払
お
う
と
い
う
。
長
歌
で
は
、
世
間

の
術
な
き
も
の
は
年
月
が
流
れ
る
よ
う
に
過
ぎ
て
ゆ
き
、
苦
し
み
が
次
々
と

襲
っ
て
く
る
と
い
い
、
少
女
や
大
夫
が
老
い
て
ゆ
く
ま
で
を
リ
ア
ル
に
描
い
て

ゆ
く
。
そ
こ
に
は
生
き
て
い
る
人
間
の
八
苦
の
中
の
「
老
い
の
苦
し
み
」
が
身

体
の
苦
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
八
大
辛
苦
」
の
中
で
も
、
特
に
生
・
病
・
老
・
死
と
い
う
四

苦
の
嘆
き
が
憶
良
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
作
品
か
ら

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
…
臨
終
ら
む
と
す
る
時
に
、
長
歎
息
き
て
曰
は
く
「
伝
へ
聞
く
『
仮
合
の

身
は
滅
び
易
く
、泡
沫
の
命
は
駐
め
難
し
』
と
。
所
以
、千
聖
も
已
に
去
り
、

百
賢
も
留
ら
ず
。
況
む
や
凡
愚
の
微
し
き
者
の
、
何
そ
能
く
逃
れ
避
ら
む
。

た
だ
、
我
が
老
い
た
る
親
並
に
庵
室
に
在
す
。
我
を
待
ち
て
日
を
過
さ
ば
、

お
の
づ
か
ら
に
心
を
傷
む
る
恨
あ
ら
む
。
我
を
望
み
て
時
に
違
は
ば
、
必

ず
明
を
喪
ふ
泣
を
致
さ
む
。
哀
し
き
か
も
我
が
父
、
痛
し
き
か
も
我
が
母
。

集
ひ
易
く
排
ひ
難
き
は
八
大
の
辛
苦
に
し
て
、
遂
げ
難
く
尽
し
易
き

は
百
年
の
賞
楽
な
り
。
古
人
の
嘆
き
し
所
は
、
今
亦
こ
れ
に
及
け
り
。

所
以
因
り
て
一
章
の
歌
を
作
り
て
、
二
毛
の
嘆
き
を
撥
ふ
。
そ
の
歌

に
曰
は
く

世
間
の　

術
な
き
も
の
は　

年
月
は　

流
る
る
如
し　

取
り
続
き　

追
ひ
来
る

も
の
は　

百
種
に　

迫
め
寄
り
来
る　

少
女
ら
が　

少
女
さ
び
す
と　

唐
玉
を

　

手
本
に
纏
か
し
〔
或
い
は
こ
の
句
あ
り
、
い
は
く
、
白
栲
の　

袖
ふ
り
か
は
し　

紅
の　

赤
裳
裾
引
き　

い
へ
る
あ
り
〕
同
輩
児
ら
と　

手
携
り
て　

遊
び
け
む　

時
の
盛
り
を　

留
み
か
ね　

過
し
遣
り
つ
れ　

蜷
の
腸　

か
黒
き
髪
に　

何
時

の
間
か　

霜
の
降
り
け
む　

紅
の
〔
一
は
云
は
く
、
丹
の
穂
な
す
〕
面
の
上
に　

何
処
ゆ
か　

皺
が
来
り
し
〔
一
は
云
は
く
、
常
な
り
し　

笑
ま
ひ
眉
引
き　

咲
く
花

の　

移
ろ
ひ
に
け
り　

世
間
は　

か
く
の
み
な
ら
し
〕
大
夫
の　

男
子
さ
び
す
と　

剣
太
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

猟
弓
を　

手
握
り
持
ち
て　

赤
駒
に　

倭
文
鞍
う

ち
置
き　

は
ひ
乗
り
て　

遊
び
あ
る
き
し　

世
間
や　

常
に
あ
り
け
る　

少
女

ら
が　

さ
寝
す
板
戸
を　

押
し
開
き　

い
辿
り
よ
り
て　

真
玉
手
の　

玉
手
さ

し
交
へ　

さ
寝
し
夜
の　

幾
許
も
あ
ら
ね
ば　

手
束
杖　

腰
に
た
が
ね
て　

か

行
け
ば　

人
に
厭
は
え　

か
く
行
け
ば　

人
に
憎
ま
え　

老
男
は　

か
く
の
み

な
ら
し　

た
ま
き
は
る　

命
惜
し
け
ど　

せ
む
術
も
無
し
（
巻
五
・
八
〇
四
）

　
　

反
歌

常
磐
な
す
か
く
し
も
が
も
と
思
へ
ど
も
世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
つ
も

（
同
・
八
〇
五
）
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北
邙
の
塵
と
作
る
」
と
い
へ
り
〕
千
年
の
愁
苦
は
更
座
の
後
に
継
ぐ
。〔
古
詩

に
云
は
く
、「
人
生
は
百
に
満
た
ず
、
何
そ
千
年
の
憂
を
懐
か
む
」
と
い
へ
り
〕

若
し
夫
れ
群
生
品
類
は
、
皆
尽
有
る
身
を
以
ち
て
、
並
に
窮
無
き
命
を
求

め
ざ
る
莫
し
。
所
以
、
道
人
方
士
の
自
ら
丹
経
を
負
ひ
、
名
山
に
入
り
て

薬
を
合
す
る
は
、
性
を
養
ひ
神
を
怡
げ
て
、
以
ち
て
長
生
を
求
む
る
な
り
。

 

（
巻
五
「
沈
痾
自
哀
文
」）

                                                            

⑶
世
俗
に
本
よ
り
隠
遁
の
室
無
く
、
原
野
に
は
唯
長
夜
の
台
有
る
の
み
な
る

を
。
先
聖
已
に
去
り
、
後
賢
も
留
ら
ず
。
如
し
贖
ひ
て
免
る
べ
き
有
ら
ば
、

古
人
誰
か
価
の
金
無
け
む
。
い
ま
だ
独
り
存
へ
て
、
遂
に
世
の
終
を
見
る

者
あ
る
を
聞
か
ず
。
所
以
、
維
摩
大
士
も
玉
体
を
方
丈
に
疾
ま
し
め
、
釈

迦
能
仁
も
金
容
を
双
樹
に
掩
ひ
た
ま
へ
り
。
内
教
に
曰
は
く
、「
黒
闇
の

後
に
来
る
を
欲
は
ず
は
、
徳
天
の
先
に
至
る
に
入
る
こ
と
莫
か
れ
」
と
い

へ
り
。〔
徳
天
と
は
生
な
り
。
黒
闇
と
は
死
な
り
。〕
故
知
り
ぬ
、
生
る
れ
ば

必
ず
死
あ
る
を
。
死
を
も
し
欲
は
ず
は
生
れ
ぬ
に
如
か
ず
。
況
む
や
縦
し

始
終
の
恒
数
を
覚
る
と
も
、
何
そ
存
亡
の
大
期
を
慮
ら
む
。

 

（
巻
五
「
悲
歎
俗
道
、
假
合
即
離
、
易
去
難
留
詩
一
首
并
序
」）

                                                            

⑴
で
は
、「
伝
へ
聞
く
『
仮
合
の
身
は
滅
び
易
く
、泡
沫
の
命
は
駐
め
難
し
』」

と
、
人
の
身
は
仮
合
の
中
に
あ
り
、
泡
沫
の
よ
う
な
命
は
留
め
が
た
い
こ
と
を

述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
最
大
の
苦
し
み
は
、
青
年
熊
凝
が
死
に
臨
み

一
の
身
の
死
に
向
ふ
途
を
患
へ
ず
、
唯
し
二
の
親
の
生
に
在
す
苦
し
み
を

悲
し
ぶ
。
…

（
巻
五
・
八
八
六
～
八
八
八
「
敬
和
為
熊
凝
述
其
志
歌
六
首
并
序
」）

⑵
…
況
む
や
、
我
胎
生
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
に
、
み
づ
か
ら
修
善
の
志
あ

り
、
曽
て
作
悪
の
心
無
し
。〔
諸
悪
莫
作
、
諸
善
奉
行
の
教
を
聞
く
を
謂
ふ
〕

所
以
、
三
宝
を
礼
拝
し
て
、
日
と
し
て
勤
め
ざ
る
無
く
、〔
日
毎
に
誦
経
し
、

発
露
懺
悔
す
る
な
り
〕
百
神
を
敬
重
し
て
、
夜
と
し
て
闕
き
た
る
は
鮮
し
。

〔
天
地
の
諸
神
等
を
敬
拝
す
る
こ
と
を
謂
ふ
〕
嗟
乎
媿
し
き
か
も
、
我
何
の

罪
を
犯
し
て
か
、
こ
の
重
き
疾
に
遭
へ
る
。〔
い
ま
だ
、
過
去
に
造
る
所
の

罪
か
、
若
し
は
現
前
に
犯
す
所
の
過
な
る
か
を
知
ら
ず
。
罪
過
を
犯
す
こ
と
無
く

は
何
そ
此
の
病
を
獲
む
を
謂
ふ
〕
…
（
中
略
）
…
命
根
既
に
尽
き
、
そ
の
天

年
を
終
る
す
ら
、
尚
ほ
哀
し
と
為
す
。〔
聖
人
賢
者
、
一
切
の
含
霊
、
誰
か

こ
の
道
を
逃
れ
む
〕
何
そ
況
む
や
、
生
録
い
ま
だ
半
な
ら
ず
し
て
、
鬼
の

為
に
枉
に
殺
さ
え
、
顔
色
壮
年
に
し
て
、
病
の
為
に
横
に
困
め
ら
ゆ
る
者

を
や
。
世
に
在
る
大
患
の
、い
づ
れ
か
此
よ
り
甚
し
か
ら
む
。
…（
中
略
）

…
惟
以
れ
ば
、
人
の
賢
愚
と
無
く
、
世
の
古
今
と
無
く
、
咸
悉
に
嗟
歎
く
。

歳
月
競
ひ
流
れ
て
、
昼
夜
に
息
ま
ず
。〔
曽
子
曰
は
く
、「
往
き
て
反
ら
ぬ
は

年
な
り
」
と
い
へ
り
。
宣
尼
の
川
に
臨
む
嘆
き
も
ま
た
是
な
り
〕
老
疾
相
催
し

て
、朝
夕
に
侵
し
動
ふ
。一
代
の
懽
楽
は
い
ま
だ
席
の
前
に
尽
き
ぬ
に
、〔
魏

文
の
時
賢
を
惜
し
め
る
詩
に
曰
は
く
、「
い
ま
だ
西
苑
の
夜
を
尽
さ
ぬ
に
、
劇
に
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る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
古
人
で
誰
が
価
金
を
払
わ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
っ

た
ろ
う
か
と
い
う
。
命
を
お
金
で
買
っ
て
長
生
き
な
ど
し
た
も
の
は
い
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。「
死
苦
」
を
主
題
と
し
て
死
の
苦
し
み
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な

い
こ
と
を
嘆
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
憶
良
の
捉
え
る
「
世
間
」
と
は
、
生
病
老
死
の
世
界
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
憶
良
は
「
世
間
」
の
こ
の
よ
う
な
「
苦
し
み
」
を
承
知
し
て
い
な
が

ら
も
、
そ
こ
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
生
へ
の
執
着
を
描
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
家
持
は
そ
う
し
た
憶
良
の
人
事
的
な
世
間
の
無
常
観
に
学
び

な
が
ら
も
、
立
場
を
異
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
憶
良
は
世
間
の
中
に
身
を

置
く
人
間
の
側
か
ら
「
世
間
」
の
「
無
常
」
を
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
家

持
は
自
然
を
も
含
め
た
「
世
間
」
を
外
側
か
ら
の
視
点
で
「
無
常
」
を
捉
え
、

悲
し
み
の
涙
を
流
す
の
で
あ
る
。

三
、
家
持
の
「
世
間
無
常
」
へ
の
理
解

「
世
間
無
常
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
が
常
無
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
仏

教
的
観
念
で
あ
る
が
、
仏
教
が
捉
え
る
「
世
間
無
常
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

①
佛
陀
耶
舍
譯 

竺
佛
念
譯
『
長
阿
含
経
』
巻
第
五
「
典
尊
経
」

 

（
大
正
蔵
〇
一
、
〇
〇
三
三
b
）

「
哀
し
き
か
も
我
が
父
、
痛
し
き
か
も
我
が
母
。
一
の
身
の
死
に
向
ふ
途
を

患
へ
ず
、
唯
し
二
の
親
の
生
に
在
す
苦
し
み
を
悲
し
ぶ
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

父
母
を
残
し
て
死
に
ゆ
く
こ
と
へ
の
悲
し
み
で
あ
り
、
熊
凝
が
残
し
て
ゆ
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
父
母
の
「
生
苦
」
に
対
す
る
悲
し
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ

の
よ
う
な
「
生
き
る
苦
し
み
」
を
主
題
と
し
て
い
る
。
⑵
で
は
、
生
ま
れ
て
か

ら
今
日
に
至
る
ま
で
「
修
善
の
志
」
が
あ
り
、
悪
の
心
を
持
た
ず
、
三
宝
を
礼

拝
し
、日
々
勤
め
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
病
の
苦
し
み
」に
遭
っ

た
と
い
う
。
憶
良
は
襲
い
か
か
る
病
に
つ
い
て
、「
い
ま
だ
過
去
に
造
る
所
の

罪
か
、
若
し
は
現
前
に
犯
す
所
の
過
な
る
か
」
と
、
自
分
自
身
の
行
い
を
振
り

返
っ
て
、「
罪
過
を
犯
す
こ
と
無
く
は
何
そ
此
の
病
を
獲
む
」
と
、「
罪
過
」
の

為
に
「
病
苦
」
を
被
っ
た
の
だ
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
「
何
そ
況
む

や
、生
録
い
ま
だ
半
な
ら
ず
し
て
、鬼
の
為
に
枉
に
殺
さ
え
、顔
色
壮
年
に
し
て
、

病
の
為
に
横
に
困
め
ら
ゆ
る
者
を
や
」
と
、
病
の
為
に
寿
命
の
半
ば
に
し
て
死

に
ゆ
く
こ
と
に
、
最
大
の
患
い
を
思
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
憶
良
は
こ
の
「
病

苦
」だ
け
で
は
な
く
、人
の
賢
愚
に
か
か
わ
ら
ず
、世
の
古
今
に
か
か
わ
ら
ず「
老

苦
」
が
や
っ
て
く
る
の
だ
と
い
い
、「
老
疾
相
催
し
て
、
朝
夕
に
侵
し
動
ふ
」
と
、

「
老
」
と
「
病
」
と
が
競
い
合
う
か
の
よ
う
に
、
己
の
身
を
苛
む
の
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
⑶
で
は
、「
世
俗
に
本
よ
り
隠
遁
の
室
無
く
、
原
野
に
は
唯
長
夜

の
台
有
る
の
み
な
る
を
。
先
聖
已
に
去
り
、
後
賢
も
留
ら
ず
。
如
し
贖
ひ
て
免

る
べ
き
有
ら
ば
、
古
人
誰
か
価
の
金
無
け
む
」
と
い
う
。
世
俗
に
は
死
か
ら
逃

れ
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
も
手
段
も
無
く
、
も
し
価
金
を
渡
し
て
死
か
ら
逃
れ
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を
得
る
な
り
。
堅
住
す
る
は
苦
に
し
て
、
深
く
苦
に
入
る
。
是
く
の
如

く
汝
世
間
無
常
と
言
ふ
。
此
れ
是
に
眞
實
の
餘
は
則
ち
虚
妄
な
り
。
是

く
の
如
く
咎
有
り
、
世
間
は
常
に
無
常
な
り
。〕

④
闍
那
崛
多
譯
『
佛
本
行
集
経
』
巻
第
十
五（

大
正
蔵
〇
三
、
〇
七
二
二
a
）

爾
時
作
瓶
天
子
。
復
更
思
惟
。
此
之
護
明
菩
薩
大
士
。
在
彼
宮
内
。
著

於
五
慾
。
放
逸
情
蕩
。
已
經
多
時
。
世
間
無
常
。
盛
年
易
失
。
護
明
菩
薩
。

應
當
早
捨
宮
内
出
家
。

〔
爾
の
時
作
瓶
天
子
、
復
た
更
に
思
惟
す
。
此
の
護
明
菩
薩
大
士
、
彼
の

宮
内
に
在
り
て
、
五
慾
を
著
は
し
、
放
逸
に
し
て
情
蕩
な
る
こ
と
、
已

に
多
時
を
經
た
り
。
世
間
は
無
常
に
し
て
、
盛
年
は
失
ひ
易
し
。
護
明

菩
薩
よ
、
當
に
早
く
宮
内
を
捨
て
て
出
家
す
べ
し
。〕

⑤
安
息
國
三
藏
安
世
高
譯
『
佛
説
八
大
人
覺
経
』

 

（
大
正
蔵
一
七
、
〇
七
一
五
b
）

第
一
覺
悟
世
間
無
常
。
國
土
危
脆
四
大
苦
空
。
五
陰
無
我
生
滅
變
異
虚
僞

無
主
。
心
是
惡
源
形
爲
罪
藪
。
如
是
觀
察
漸
離
生
死

〔
第
一
に
覺
悟
す
る
は
、
世
間
無
常
な
り
。
國
土
は
危
脆
な
り
、
四
大
は

苦
空
な
り
。
五
陰
は
無
我
な
り
、
生
滅
し
變
異
し
、
虚
僞
に
し
て
主
無

し
。
心
は
是
れ
惡
の
源
に
し
て
、
形
は
罪
の
藪
と
爲
る
を
覺
悟
す
べ
し
。

世
間
無
常
人
命
逝
速
。
喘
息
之
間
猶
亦
難
保
。

〔
世
間
は
無
常
に
し
て
、
人
命
逝
く
こ
と
速
や
か
な
り
。
喘
息
の
間
に
猶

ほ
亦
た
保
ち
難
し
。〕

②
『
般
泥
洹
経
』
巻
上
（
大
正
蔵
〇
一
、
〇
一
八
一
a
）

佛
告
諸
比
丘
。
世
間
無
常
。
無
有
牢
固
。
皆
當
離
散
。
無
常
在
者
。
心

識
所
行
。
但
爲
自
欺
。
恩
愛
合
會
。
其
誰
得
久
。
天
地
須
彌
。
尚
有
崩
壞
。

況
于
人
物
。
而
欲
長
存
。
生
死
憂
苦
。
可
厭
已
矣
。

〔
仏
比
丘
に
告
げ
て
い
は
く
、
世
間
は
無
常
な
り
。
牢
固
有
る
こ
と
無
し
。

皆
當
に
離
散
す
べ
し
。
無
常
と
在
る
は
、
心
識
の
所
行
な
り
。
但
し
自

ら
欺
と
爲
す
。
恩
愛
合
會
す
。
其
れ
誰
か
久
し
き
を
得
む
。
天
地
須
彌

に
し
て
、
尚
ほ
崩
壞
有
り
。
況
ん
や
人
物
を
し
て
長
く
存
せ
る
を
欲
す
。

生
死
憂
苦
に
し
に
て
、
厭
べ
き
の
み
。〕

③
求
那
跋
陀
羅
譯
『
雜
阿
含
経
』
巻
第
三
十
四

（
大
正
蔵
〇
二
、
〇
二
四
九
a
）

若
眞
實
有
爲
思
量
縁
起
者
。
是
則
無
常
。
無
常
者
是
苦
。
是
故
汝
等
。
習

近
於
苦
。
唯
得
於
苦
。
堅
住
於
苦
。
深
入
於
苦
。
如
是
汝
言
世
間
無
常
。

此
是
眞
實
餘
則
虚
妄
。
有
如
是
咎
。
世
間
常
無
常
。

〔
若
し
眞
實
思
量
を
爲
す
こ
と
有
る
縁
起
は
、
是
れ
則
ち
無
常
な
り
。
無

常
は
是
れ
苦
な
り
。
是
れ
故
に
汝
等
、
習
近
す
る
は
苦
に
し
て
、
唯
苦
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と
が
で
き
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
仏
典
で
説
く
「
世
間
」
と
は
、
人
の
肉
体
だ
け
で
は
な
く
、
心

を
も
含
め
て
現
世
に
あ
る
も
の
す
べ
て
が
無
常
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
離
れ
る
た
め
に
出
家
し
、
悟
り
を
開
く
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
「
世
間
無
常
」
と
い
う
考
え
方
は
、
家

持
の
当
該
歌
だ
け
で
な
く
天
平
期
以
降
の
『
万
葉
集
』
を
覆
う
思
想
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
る
。

⑷
わ
が
屋
前
に　

花
そ
咲
き
た
る　

そ
を
見
れ
ど　

情
も
行
か
ず　

愛
し
き

や
し　

妹
が
あ
り
せ
ば　

水
鴨
な
す　

二
人
並
び
ゐ　

手
折
り
て
も　

見
せ
ま
し
も
の
を　

う
つ
せ
み
の　

借
れ
る
身
な
れ
ば　

露
霜
の　

消

ぬ
る
が
ご
と
く　

あ
し
ひ
き
の　

山
道
を
指
し
て　

入
日
な
す　

隠
り

に
し
か
ば　

そ
こ
思
ふ
に　

胸
こ
そ
痛
き　

言
ひ
も
得
ず　

名
づ
け
も

知
ら
ず　

跡
も
な
き　

世
間
に
あ
れ
ば　

せ
む
す
べ
も
無
し

　
　
　
　
　
（
巻
三
・
四
六
六
「
又
、
家
持
作
謌
一
首
并
短
謌
」）

⑸
世
間
を
常
無
き
も
の
と
今
そ
知
る
平
城
の
京
師
の
移
ろ
ふ
見
れ
ば

（
巻
六
・
一
〇
四
五
「
傷
惜
寧
楽
京
荒
墟
作
歌
三
首
」）

⑹
世
間
も
常
に
し
あ
ら
ね
ば
屋
戸
に
あ
る
桜
の
花
の
散
れ
る
頃
か
も

（
巻
八
・
一
四
五
九
「
久
米
女
郎
報
贈
謌
一
首
）

是
く
の
如
く
觀
察
す
れ
ば
漸
く
生
死
を
離
る
〕

仏
典
の
中
に
お
い
て
「
世
間
無
常
」
を
説
く
こ
と
は
常
の
こ
と
で
あ
る
が
、

①
の
『
長
阿
含
経
』
で
は
、「
世
間
無
常
人
命
逝
速
」
と
あ
り
、
こ
の
世
は
留

ま
ら
ぬ
所
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
の
命
も
ま
た
、
常
住
す
る
こ
と

が
な
い
の
だ
と
い
う
。
②
の
『
般
泥
洹
経
』
で
は
、「
無
常
在
者
。
心
識
所
行
」

と
い
い
、「
世
間
無
常
」だ
か
ら
こ
そ
す
べ
て
が「
離
散
」す
る
の
で
あ
る
が
、「
無

常
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
心
の
問
題
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、「
況
于
人
物
。
而

欲
長
存
。
生
死
憂
苦
。
可
厭
已
矣
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
長
く
世
間
に
留

ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
生
死
は
憂
い
苦
し
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
厭
う
べ
き
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
③
の
『
雑
阿
含
経
』
で
は
、「
眞
實
有
爲
思
量
」
と
い
う
「
縁

起
」
と
し
て
、「
無
常
」
で
あ
る
「
世
間
」
か
ら
い
か
に
逃
れ
る
か
を
説
く
。「
習

近
於
苦
。
唯
得
於
苦
。
堅
住
於
苦
。
深
入
於
苦
」
と
、
世
俗
と
交
わ
る
こ
と
は

苦
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
世
に
留
ま
る
こ
と
も
ま
た
苦
で
あ
る
と
い
う
。
だ
か
ら

こ
そ
仏
の
教
え
で
あ
る
「
眞
實（

６
）

」
以
外
は
す
べ
て
「
虚
妄
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

④
の
『
佛
本
行
集
経
』
で
は
、「
世
間
無
常
。
盛
年
易
失
。
護
明
菩
薩
。
應
當

早
捨
宮
内
出
家
。」
と
、
若
い
時
は
す
ぐ
に
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
、
早
く
宮
内

を
捨
て
て
出
家
す
べ
き
こ
と
を
諭
す
の
で
あ
る
。
⑤
の
『
佛
説
八
大
人
覺
経
』

で
は
、
世
間
は
無
常
で
あ
り
、
国
土
は
も
ろ
く
、
肉
体
が
あ
る
こ
と
は
苦
し
み

で
あ
り
、
心
は
無
我
で
あ
り
、
生
滅
し
虚
無
で
あ
り
、
悪
の
源
で
あ
り
、
形
あ

る
も
の
は
深
い
罪
で
あ
る
こ
と
を
覚
悟
し
、
悟
り
を
開
け
ば
生
死
を
離
れ
る
こ
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み　

に
は
た
づ
み　

流
る
る
涙　

留
み
か
ね
つ
も

                        

（
巻
十
九
・
四
二
一
四
「
挽
歌
一
首
并
短
歌
」）

⑷
は
巻
三
の
挽
歌
の
部
立
て
に
載
る
「
大
伴
宿
祢
家
持
悲
傷
亡
妾
作
歌
」
歌

群
の
内
の
一
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
う
つ
せ
み
の　

借
れ
る
身
」
な
の
で
、

露
霜
が
消
え
る
よ
う
に
妾
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。「
借
れ
る
身
」

は
、
地
水
火
風
の
四
大
に
よ
り
生
じ
た
仮
の
身
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は

仮
に
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
常
に
変
化
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
は
か
な
い
妾
の
命
を
露
霜
の
よ
う
な
仮
の
身
に
喩
え
、「
跡
も
な
き　

世

間
に
あ
れ
ば　

せ
む
す
べ
も
無
し
」
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
⑸
は
寧
楽
京
の
廃
墟

を
見
た
時
の
歌
で
、
荒
れ
た
都
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
世
間
無
常
」
と
い
う

こ
の
世
の
栄
枯
盛
衰
を
今
こ
そ
知
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
世
間
無

常
」
の
概
念
が
既
に
認
識
さ
れ
、
荒
れ
た
京
を
見
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
実
感

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
⑹
は
久
米
女
郎
と
厚
見
王
と
の
贈
答
歌
で
あ
り
、

王
が
贈
っ
た
「
屋
戸
に
あ
る
桜
の
花
は
今
も
か
も
松
風
疾
み
地
に
散
る
ら
む
」

（
巻
八
・
一
四
五
八
）
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。
世
間
は
常
が
無
い
の
で
桜
の

花
も
散
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
の
桜
は
久
米
女
郎
自
身
の
比
喩
と
な
っ
て
い

る
が
、
自
然
と
人
事
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
無
常
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

⑺
は
家
持
と
池
主
と
の
贈
答
書
簡
の
一
つ
で
あ
り
、
家
持
自
身
が
病
に
か
か
っ

た
嘆
き
を
詠
む
。
病
に
か
か
る
の
は
世
間
が
無
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
は
憶
良
の
「
病
苦
」
と
繫
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
⑻
は
家
持
の
挽
歌
で
あ

⑺
大
君
の　

任
の
ま
に
ま
に　

級
離
る　

越
を
治
め
に　

出
で
て
来
し　

大

夫
わ
れ
す
ら　

世
間
の　

常
し
無
け
れ
ば　

う
ち
靡
き　

床
に
臥
伏
し

　

痛
け
く
の　

日
に
異
に
増
せ
ば　

悲
し
け
く　

此
処
に
思
ひ
出　

い

ら
な
け
く　

其
処
に
思
ひ
出　

嘆
く
そ
ら　

安
け
な
く
に　

思
ふ
そ
ら

　

苦
し
き
も
の
を　

あ
し
ひ
き
の　

山
き
隔
り
て　

玉
桙
の　

道
の
遠

け
ば　

間
使
も　

遣
る
縁
も
無
み
…

（
巻
十
七
・
三
九
六
九
「
更
贈
謌
一
首
并
短
謌
」）

⑻
天
地
の　

初
の
時
ゆ　

う
つ
そ
み
の　

八
十
伴
の
男
は　

大
君
に　

ま
つ

ろ
ふ
も
の
と　

定
ま
れ
る　

官
に
し
あ
れ
ば　

大
君
の　

命
畏
み　

夷

離
る　

国
を
治
む
と　

あ
し
ひ
き
の　

山
川
隔
り　

風
雲
に　

言
は
通

へ
ど　

直
に
逢
は
ず　

日
の
重
れ
ば　

思
ひ
恋
ひ　

気
衝
き
居
る
に　

玉
桙
の　

道
来
る
人
の　

伝
言
に　

わ
れ
に
語
ら
く　

愛
し
き
よ
し　

君
は
こ
の
頃　

心
さ
び
て　

嘆
か
ひ
坐
す　

世
の
中
の　

憂
け
く
辛
け

く　

咲
く
花
も　

時
に
移
ろ
ふ　

う
つ
せ
み
も　

常
無
く
あ
り
け
り　

垂
乳
根
の　

御
母
の
命　

何
し
か
も　

時
し
は
あ
ら
む
を　

真
鏡　

見

れ
ど
も
飽
か
ず　

珠
の
緒
の　

惜
し
き
盛
り
に　

立
つ
霧
の　

失
せ
ゆ

く
如
く　

置
く
露
の　

消
ぬ
る
が
如
く　

玉
藻
な
す　

靡
き
臥
伏
し　

逝
く
水
の　

留
め
か
ね
つ
と　

狂
言
か　

人
の
云
ひ
つ
る　

逆
言
か　

人
の
告
げ
つ
る　

梓
弓　

爪
ひ
く
夜
音
の　

遠
音
に
も　

聞
け
ば
悲
し
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飲
酒
二
十
首
（
其
六
）　　

陶
淵
明

行
止
千
萬
端
。
誰
知
非
與
是
。
是
非
苟
相
形
。
雷
同
共
譽
毀
。

三
季
多
此
事
。
達
士
似
不
爾
。
咄
咄
俗
中
愚
。
且
當
從
黃
綺
。

〔
行
止
は
千
萬
端
、
誰
か
非
と
是
と
を
知
ら
ん
や
。
是
非
苟
り
に
相
形
べ
、

雷
同
し
て
共
に
譽
め
毀
る
。
三
季
よ
り
此
の
事
多
し
、
達
士
の
み
爾
ら

ざ
る
に
似
た
り
。
咄
咄
俗
中
の
愚
、
且
く
當
に
黃
綺
に
従
ふ
べ
し
。〕

読
山
海
経
（
其
二
）　　

陶
淵
明

玉
臺
凌
霞
秀
。
王
母
怡
妙
顏
。
天
地
共
俱
生
。
不
知
幾
何
年
。

靈
化
無
窮
已
。
館
宇
非
一
山
。
高
酣
發
新
謠
。
寧
效
俗
中
言
。

〔
玉
臺
霞
を
凌
い
で
秀
で
、
王
母
妙
顏
を
怡
ら
ぐ
。
天
地
と
共
に
俱
に

生
れ
、
知
ら
ず
幾
何
の
年
な
る
か
を
。
靈
化
は
窮
ま
り
已
む
こ
と
無
く
、

館
宇
は
一
山
に
非
ず
。高
酣
新
謠
を
發
す
、寧
ぞ
俗
中
の
言
に
效
わ
ん（

７
）

。〕

漢
籍
の
中
で
は
陶
淵
明
の
漢
詩
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
飲
酒
二
十
首
」

で
は
、
現
在
の
官
僚
世
界
に
お
い
て
は
権
謀
術
数
の
限
り
が
尽
く
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
は
夏
・
殷
・
周
の
「
三
季
」
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
政
治
に
「
達
士
」
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
陶
淵
明
は
、「
咄
咄

俗
中
の
愚
、
且
く
當
に
黃
綺
に
従
ふ
べ
し
。」
と
、
こ
の
よ
う
な
「
達
士
」
の

生
き
方
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
達
士
」
と
は
、

る
。
こ
こ
で
「
世
の
中
の　

憂
け
く
辛
け
く　

咲
く
花
も　

時
に
移
ろ
ふ　

う

つ
せ
み
も　

常
無
く
あ
り
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
咲
く
花
が
時
間
と
と
も
に

移
ろ
っ
て
ゆ
く
と
い
い
、
そ
れ
は
う
つ
せ
み
の
世
は
常
が
無
い
か
ら
だ
と
理
解

す
る
。
そ
の
死
の
様
も
、「
立
つ
霧
の　

失
せ
ゆ
く
如
く　

置
く
露
の　

消
ぬ

る
が
如
く　

玉
藻
な
す　

靡
き
臥
伏
し　

逝
く
水
の　

留
め
か
ね
つ
と
」
と
い

う
。
惜
し
い
命
の
盛
り
に
霧
や
露
が
消
え
て
ゆ
く
よ
う
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、

逝
く
水
の
よ
う
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
す
べ
て
は
う
つ
ろ

う
こ
と
に
無
常
の
根
源
を
み
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
見
え
る
『
万
葉
集
』
の
「
世
間
無
常
」
は
、
一
つ
に
万
葉

び
と
の
中
で
、「
世
間
無
常
」
の
観
念
が
深
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た

そ
れ
は
自
然
や
人
事
の
移
ろ
い
に
よ
っ
て
実
感
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。四

、
俗
中
と
世
間
無
常
へ
の
嘆
き

こ
の
よ
う
な
天
平
期
以
降
の
万
葉
び
と
の
無
常
観
を
確
認
し
た
上
で
、
家
持

の
当
該
歌
に
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。「
悲
世
間
無
常
歌
」
に
お
い
て
、
家
持

は
「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
を
「
俗
中
」
と
表
記
し
て
い
る
。「
俗
中
」
の
表
記
は
『
万

葉
集
』
中
で
は
孤
例
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
家
持
が
こ
の
よ
う
に
表
記
し
た
意
図

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
俗
中
」
の
語
句
は
、
以
下
の
よ
う
に
漢
籍
や
仏
典

な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。
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濟
る
に
若
か
ず
。
親
安
ん
じ
以
て
一
家
を
成
す
。
未
だ
道
弘
く
以
て
三

界
に
濟
る
に
若
か
ず
。
髮
膚
毀
は
ざ
る
は
俗
中
の
近
言
の
み
。〕

⑧
竺
佛
念
譯
『
出
曜
経
』
第
二
十
一
（
大
正
蔵
〇
四
、
〇
七
一
八
b
）

佛
自
歎
説
告
語
阿
難
。
如
來
此
身
更
不
受
生
。
無
爲
永
寂
不
復
起
滅
。
阿

難
當
知
。
吾
觀
方
域
及
上
空
界
。
更
不
受
之
生
分
畢
矣
。
阿
難
我
更
不
染
俗
。

俗
中
躁
擾
吾
不
復
更
。
是
故
説
最
後
離
胎
身
。

〔
佛
、
自
ら
歎
説
し
て
阿
難
に
告
語
す
ら
く
、『
如
來
の
此
の
身
は
更
に

生
を
受
け
ず
、
無
爲
永
寂
に
し
て
復
起
滅
せ
ず
。
阿
難
よ
、
當
に
知
る

べ
し
、
吾
、
方
域
及
び
上
空
界
を
觀
る
に
、
更
に
生
分
を
受
け
ず
し
て

畢
ん
ぬ
。
阿
難
よ
、
我
、
更
も
俗
に
染
ま
ず
。
俗
中
躁
擾
す
れ
ど
も
、

吾
は
復
更
め
ず
。』
と
。
是
の
故
に
説
か
く
、『
最
後
に
胎
身
を
離
れ
た

り
。』
と
。〕

　
⑥
の
『
弘
明
集
』
で
は
、
儒
者
は
「
俗
中
之
一
物
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ

の
中
に
は
、
天
子
の
臣
と
な
ら
ず
、
公
侯
に
事
え
な
い
者
が
い
た
と
い
う
。
儒

者
で
す
ら
こ
の
よ
う
に
他
者
に
事
え
な
い
も
の
が
い
る
の
だ
か
ら
、
沙
門
に

入
っ
た
も
の
は
「
方
外
之
士
」、つ
ま
り
世
間
か
ら
離
れ
た
身
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

他
者
に
事
え
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
。「
伯
成
子
高
」
や
「
子
州
支
伯
」
は
、

聖
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
人
事
に
近
づ
か
ず
に
道
を
究
め
よ
う
と
し
た
い
う
の
で

あ
る（

９
）

。
こ
こ
で
の
「
俗
中
」
と
は
、
君
主
の
治
世
に
左
右
さ
れ
る
儒
者
の
世
界

詩
中
に
あ
る
と
こ
ろ
の
「
黃
綺
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
商
山
四
皓
」
と
い
わ
れ

た
夏
黄
公
と
綺
里
季
の
こ
と
を
指
す（

８
）

。「
俗
中
の
愚
」
は
出
世
を
争
う
愚
か
な

者
を
指
し
、
陶
淵
明
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
か
ら
身
を
引
き
「
商
山
四
皓
」
の

よ
う
に
、隠
者
に
な
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
読
山
海
経
」
で
は
、「
高

酣
新
謠
を
發
す
、
寧
ぞ
俗
中
の
言
に
效
わ
ん
」
と
い
い
、
そ
れ
は
、
西
王
母
の

住
む
神
仙
に
対
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
俗
世
間
を
指
し
て
い
る
。
一
方
、
仏
典
に

お
け
る
「
俗
中
」
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

⑥
僧
祐
撰
『
弘
明
集
』
巻
第
八
（
大
正
蔵
五
二
、
〇
〇
五
三
a
）

釋
曰
。
孔
子
云
。
儒
有
上
不
臣
天
子
下
不
事
公
侯
。
儒
者
俗
中
之
一
物
。
尚

能
若
此
。
況
沙
門
者
方
外
之
士
乎
。
昔
伯
成
子
高
子
州
支
伯
且
希
玄
慕
道
。

以
不
近
屑
人
事
。

〔
釋
し
て
曰
く
、
孔
子
云
く
。
儒
に
上
天
子
に
臣
た
ら
ず
、
下
公
侯
に
事

へ
ざ
る
有
り
と
。
儒
者
は
俗
中
の
一
物
の
み
。
尚
ほ
能
く
此
く
の
若
し
。

況
や
沙
門
と
は
方
外
の
士
な
る
を
や
。
昔
伯
成
子
高
子
州
支
伯
は
、
但

だ
玄
を
希
ひ
道
を
慕
ひ
、
以
て
人
事
に
近
屑
せ
ざ
り
き
。〕

⑦
慧
皎
撰
『
高
僧
傳
』
巻
第
四
（
大
正
蔵
五
〇
、
〇
三
五
一
a
）

夫
事
君
以
治
一
國
。
未
若
弘
道
以
濟
萬
邦
。
安
親
以
成
一
家
。
未
若
弘
道
以

濟
三
界
。
髮
膚
不
毀
俗
中
之
近
言
耳
。

〔
夫
れ
君
に
事
へ
て
以
て
一
國
を
治
む
る
は
、
未
だ
道
弘
く
以
て
萬
邦
に
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し
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
っ
て
世
間
の
移
ろ
い
を
述
べ

る
。
こ
の
表
現
は
、『
万
葉
集
』
の
「
世
間
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
そ
こ

の
照
る
月
は
満
ち
闕
け
し
け
る
」（
巻
三
・
四
四
二
「
悲
傷
膳
部
王
歌
一
首
」）

や
、「
隠
口
の
泊
瀬
の
山
に
照
る
月
は
盈
昃
し
け
り
人
の
常
無
き
」（
巻
七
・
一

二
七
〇
）な
ど
と
等
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
発
想
の
淵
源
に
は
、「
日

出
則
移
月
滿
則
缺
。
梵
天
無
常
雖
久
必
終
。〔
日
出
れ
ば
則
ち
移
り
て
月
滿
ち

て
則
ち
缺
く
。梵
天
無
常
と
雖
え
ど
も
久
し
く
必
ず
終
わ
る
。〕」（
竺
法
護
譯『
佛

説
普
曜
経
』
巻
第
五
、
大
正
蔵
〇
三
、
〇
五
一
〇
c
）
や
「
日
出
須
臾
沒　

月

滿
已
復
缺
〔
日
出
づ
れ
ば
須
臾
に
し
て
沒
し
、月
滿
つ
れ
ば
已
に
復
た
缺
く
〕」

（
道
世
撰
『
法
苑
珠
林
』
巻
第
二
十
三
、
大
正
蔵
五
三
、
〇
四
五
五
c
）
な
ど

の
よ
う
な
仏
典
が
あ
り
、『
万
葉
集
』
の
世
界
で
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

ま
た
、「
吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
如
く
」
や
「
逝
く
水
の　

留
ら
ぬ
如
く
」

と
い
う
発
想
は
、『
万
葉
集
』
の
「
古
挽
歌
」
と
題
さ
れ
た
長
歌
に
、

　
　
　
　
　

古
き
挽
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

夕
さ
れ
ば　

葦
辺
に
騒
き　

明
け
来
れ
ば　

沖
に
な
づ
さ
ふ　

鴨
す
ら

も　

妻
と
副
ひ
て　

わ
が
尾
に
は　

霜
な
降
り
そ
と　

白
妙
の　

羽
さ

し
交
へ
て　

打
ち
払
ひ　

さ
寝
と
ふ
も
の
を　

行
く
水
の　

還
ら
ぬ
如

く　

吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
如
く　

跡
も
無
き　

世
の
人
に
し
て　

別

れ
に
し　

妹
が
着
せ
て
し　

褻
れ
衣　

袖
片
敷
き
て　

一
人
か
も
寝
む

を
指
し
て
い
る
。
⑦
の
『
高
僧
傳
』
で
は
、「
髮
膚
不
毀
俗
中
之
近
言
耳
」
と

あ
る
。
君
主
に
事
え
て
一
国
を
治
め
る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
を
知
る
に
は
及

ば
す
、
親
が
一
家
を
成
す
こ
と
は
、
三
界
を
知
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
。
出

家
し
た
と
し
て
も
こ
の
よ
う
な
普
遍
な
る
世
界
を
知
る
の
は
困
難
で
あ
る
の
に
、

出
家
さ
え
し
な
い
の
は
「
俗
中
」
の
妄
言
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
仏
門
に

入
ら
な
い
俗
世
間
を
い
う
。
⑧
の
『
出
曜
経
』
で
は
、
如
来
が
涅
槃
の
境
地
に

至
る
と
き
に
「
俗
中
」
に
い
て
も
染
ま
ら
な
か
っ
た
故
に
、
精
神
を
肉
体
か
ら

離
し
て
悟
り
の
世
界
に
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
こ
で
の
「
俗
中
」
は

衆
生
の
世
界
で
あ
る
。

こ
れ
ら
漢
籍
や
仏
典
の
例
か
ら
、「
俗
中
」
と
は
、
狭
義
に
は
儒
者
の
世
界

を
い
う
が
、
広
義
で
は
神
仙
世
界
や
仏
門
と
は
対
極
に
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
、

衆
生
が
生
き
る
世
界
を
表
す
。
す
な
わ
ち
、「
俗
中
」
と
い
う
の
は
、
人
事
や

心
の
惑
い
な
ど
に
よ
っ
て
、
移
ろ
い
行
く
世
界
、
つ
ま
り
有
限
の
世
界
を
指
す

言
葉
で
あ
り
、
忌
む
べ
き
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
家
持
が
「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
を
「
俗
中
」
と
捉
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の

よ
う
な
漢
籍
や
仏
典
の
「
俗
中
」
の
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
に
「
ヨ
ノ
ナ
カ
」
を
う
つ
ろ
い
ゆ
く
世
界
と
し
て
捉
え
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

次
に
、
当
該
歌
に
お
い
て
家
持
は
「
世
間
無
常
」
と
い
う
こ
と
を
い
か
に
描

い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。
家
持
は
自
然
の
現
象
に
よ
っ

て
「
世
間
無
常
」
を
捉
え
て
ゆ
く
。
当
該
歌
で
は
、「
照
る
月
も　

満
ち
欠
け
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又
經
中
佛
説
。
虚
空
無
轍
跡
。〔
及
び
世
間
の
事
中
兎
角
・
龜
毛
・
蛇
足
・
鹽
香
・

風
色
等
、
是
無
き
こ
と
を
名
づ
く
。
又
經
中
の
佛
説
、
虚
空
に
轍
跡
無
し
。〕

（
訶
梨
跋
摩
造　

鳩
摩
羅
什
譯
『
成
實
論
』
巻
第
三
、
大
正
蔵
三
二
、
〇
二
五

六
a
）
と
も
あ
り
、「
風
色
」
が
無
き
こ
と
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の
歌
に
は
、
仏
典
の
教
え
に
基
づ
い
て
、
自
然

の
事
象
に
よ
っ
て
は
か
な
き
こ
の
世
を
捉
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

五
、〈
常
無
し
〉
と
〈
う
つ
ろ
ひ
〉
と

こ
の
よ
う
な
月
や
風
、
水
の
移
ろ
い
が
な
ぜ
無
常
を
表
し
た
の
か
。
そ
こ
に

は
『
維
摩
詰
所
説
經
』
の
よ
う
な
仏
典
の
教
え
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
、
維
摩
十
喩
の
説
で
あ
る
。

　
　

鳩
摩
羅
什
譯
『
維
摩
詰
所
説
經
』
巻
上
（
大
正
蔵
一
四
、
〇
五
三
九
b
）

諸
仁
者
。
是
身
無
常
無
強
無
力
無
堅
。
速
朽
之
法
不
可
信
也
。
爲
苦
爲
惱
衆

病
所
集
。
諸
仁
者
。
如
此
身
明
智
者
所
不
怙
。

是
身
如
聚
沫
不
可
撮
摩
。
是
身
如
泡
不
得
久
立
。
是
身
如
炎
從
渇
愛
生
。
是

身
如
芭
蕉
中
無
有
堅
。
是
身
如
幻
從
顛
倒
起
。
是
身
如
夢
爲
虚
妄
見
。
是
身

如
影
從
業
縁
現
。
是
身
如
響
屬
諸
因
縁
。
是
身
如
浮
雲
須
臾
變
滅
。
是
身
如

電
念
念
不
住
。

〔
諸
仁
者
よ
、
是
の
身
は
無
常
な
り
。
無
強
・
無
力
・
無
堅
な
り
。
速
朽

　
　
　
　
　
（
巻
十
五
・
三
六
二
五
）

鶴
が
鳴
き
葦
辺
を
さ
し
て
飛
び
渡
る
あ
な
た
づ
た
づ
し
一
人
さ
寝
れ
ば

　
（
同
・
三
六
二
六
）

　
　
　
　
　

右
は
、
丹
比
大
夫
の
亡
り
し
妻
を
悽
愴
め
る
歌

の
よ
う
に
あ
る
。
遣
新
羅
使
人
等
の
歌
群
に
あ
る
こ
の
挽
歌
は
、
船
旅
で
歌
わ

れ
た
古
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
使
節
た
ち
の
間
に
あ
る
程

度
流
布
し
て
い
た
歌
だ
と
思
わ
れ
る
。
波
間
に
漂
う
鴨
で
す
ら
も
妻
と
連
れ

だ
っ
て
仲
睦
ま
じ
く
寝
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
私
の
妻
は
「
行
く
水
の　

還
ら

ぬ
如
く　

吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
如
く
」
残
る
跡
も
な
い
世
の
人
な
の
で
、
妻

と
死
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
流
れ
行
く
水
や
吹

く
風
を
「
跡
も
無
き
」
も
の
と
譬
喩
し
て
、
世
間
の
無
常
を
嘆
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
行
く
水
を
注
視
す
る
こ
と
で
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
感
じ
る
歌
と

し
て
は
、「
水
沫
な
す
微
し
き
命
も
栲
縄
の
千
尋
に
も
が
と
願
ひ
暮
し
つ
」（
巻

五
・
九
〇
二
「
老
身
重
病
、
経
年
辛
苦
、
及
、
思
兒
等
歌
七
首
」）
や
「
巻
向

の
山
辺
と
よ
み
て
行
く
水
の
水
沫
の
ご
と
し
世
の
人
わ
れ
は
」（
巻
七
・
一
二

六
九
）
な
ど
生
命
や
人
間
存
在
を
水
沫
に
譬
え
る
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
譬
喩
は
、「
是
身
如
泡
不
得
久
立
。〔
是
の
身
は
泡
の
如
し
、
久
し

く
立
つ
こ
と
を
得
ず
。〕」（
鳩
摩
羅
什
譯
『
維
摩
詰
所
説
經
』
巻
上
、
大
正
蔵

一
四
、
〇
五
三
九
b
）
の
よ
う
な
仏
典
理
解
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
風
が
見
え
な
い
こ
と
は
、「
及
世
間
事
中
角
龜
毛
蛇
足
鹽
香
風
色
等
。
是
名
無
。
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る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

玄
奘
譯
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
』（
大
蔵
経
〇
八
、
〇
八
四
八
c
）

観
自
在
菩
薩
。
行
深
般
若
波
羅
蜜
多
時
。
照
見
五
蘊
皆
空
。
度
一
切
苦
厄
。
舎

利
子
。
色
不
異
空
。
空
不
異
色
。
色
即
是
空
。
空
即
是
色
。
受
想
行
識
。
亦
復

如
是
。
舎
利
子
。
是
諸
法
空
相
。
不
生
不
滅
。
不
垢
不
浄
。
不
増
不
減
。
是
故

空
中
。
無
色
無
受
想
行
識
。
無
眼
耳
鼻
舌
身
意
。
無
色
声
香
味
触
法
。
無
眼
界

乃
至
無
意
識
界
。

〔
観
自
在
菩
薩
、
深
般
若
波
羅
蜜
多
を
行
じ
し
時
と
き
、
五
蘊
は
皆
空
な

り
と
照
見
し
て
、
一
切
の
苦
厄
を
度
し
た
ま
え
り
。
舎
利
子
よ
、
色
は

空
に
異
な
ら
ず
、
空
は
色
に
異
な
ら
ず
、
色
は
即
ち
是
れ
空
、
空
は
即

ち
是
れ
色
な
り
。
受
・
想
・
行
・
識
も
亦
復
是
く
の
如
し
。
舎
利
子
よ
、

是
の
諸
は
空
な
る
相
の
も
の
に
し
て
、
生
ぜ
ず
、
滅
せ
ず
、
垢
つ
か
ず
、

浄
か
ら
ず
、
増
さ
ず
、
減
ら
ず
。
是
の
故
に
、
空
の
中
に
は
色
も
無
な

く
、
受
も
想
も
行
も
識
も
無
な
く
、
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
意
も
な
く
、

色
、
声
、
香
、
味
、
触
、
法
も
無
な
し
。
眼
界
も
な
く
、
乃
至
、
意
識

界
も
無
し
。〕

『
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
』
で
は
、「
色
は
空
に
異
な
ら
ず
、
空
は
色
に
異
な
ら

ず
、
色
は
即
ち
是
れ
空
、
空
は
即
ち
是
れ
色
な
り
。
受
・
想
・
行
・
識
も
亦
復

是
く
の
如
し
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。「
色
」
は
存
在
す
る
こ
と
、「
空
」
は
存

の
法
に
し
て
信
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
苦
と
為
り
、
脳
と
為
り
、
衆
病

の
集
ま
る
所
な
り
。
諸
仁
者
よ
、
此
の
如
く
、
身
は
明
智
者
の
怙
ま
ざ

る
所
な
り
。

是
の
身
は
聚
沫
の
如
し
、
撮
摩
す
可
か
ら
ず
。
是
の
身
は
泡
の
如
し
、

久
し
く
立
つ
こ
と
を
得
ず
。
是
の
身
は
炎
の
如
し
、
渇
愛
よ
り
生
ず
。

是
の
身
は
芭
蕉
の
如
し
、
中
に
堅
有
る
こ
と
無
し
。
是
の
身
は
幻
の
如

し
、
顛
倒
よ
り
起
る
。
是
の
身
は
夢
の
如
し
、
虚
妄
の
見
為
り
。
是
の

身
は
影
の
如
し
、
業
縁
よ
り
現
ず
。
是
の
身
は
響
の
如
し
、
諸
も
ろ
の

因
縁
に
属
す
。
是
の
身
は
浮
雲
の
如
し
、
須
臾
に
し
て
變
滅
す
。
是
の

身
は
電
の
如
し
、
念
念
に
住
ま
ら
ず
。〕

『
維
摩
詰
所
説
經
』
で
は
、「
是
の
身
は
聚
沫
の
如
し
、
撮
摩
す
可
か
ら
ず
。

是
の
身
は
泡
の
如
し
、
久
し
く
立
つ
こ
と
を
得
ず
。」
な
ど
の
よ
う
に
、
泡
や
炎
、

芭
蕉
な
ど
の
自
然
の
事
物
、
現
象
に
よ
っ
て
人
間
の
無
常
を
説
い
て
ゆ
く
。
万

葉
び
と
、
特
に
知
識
人
に
は
こ
の
よ
う
な
仏
典
の
知
識
に
基
づ
い
た
無
常
の
実

感
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
家
持
は
、
月
の
満
ち
欠
け
や
川
の

流
れ
は
目
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
流
れ
は
留
ま
る
こ
と
な
く
流
れ
去
っ
て

ゆ
く
も
の
、
風
は
吹
い
て
い
て
も
目
に
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
、
自
然
現

象
は
有
で
あ
り
な
が
ら
無
で
あ
り
、
無
で
あ
り
な
が
ら
有
で
あ
る
と
い
う
、
有

と
無
と
が
永
遠
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
無
常
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
無
常
の
思
想
の
根
底
に
は
、『
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
』
の
教
え
が
あ
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家
持
は
無
常
で
あ
る
世
間
を
自
然
の
移
ろ
い
に
よ
っ
て
歌
う
。
こ
の
家
持

の
表
現
は
、『
維
摩
詰
所
説
經
』
に
見
る
、
自
然
現
象
に
よ
っ
て
無
常
を
説
く

と
い
う
思
想
と
方
法
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
家
持
歌
の
中
で
は
、
照
る
月
は

存
在
す
る
物
で
あ
り
な
が
ら
満
ち
欠
け
を
く
り
返
し
、
水
は
常
に
今
の
水
で
は

な
く
、
風
は
存
在
し
な
が
ら
も
目
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、

有
と
無
と
を
永
遠
に
繰
り
返
す
こ
と
が
無
常
で
あ
る
と
い
う
。
家
持
が
捉
え
る

「
世
間
無
常
」
と
は
、
見
え
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
色

即
是
空
」の
思
想
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。『
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
』

に
お
い
て
は
、
人
間
の
存
在
自
体
が
空
で
あ
る
か
ら
、
悟
り
で
得
ら
れ
る
知
や

悟
る
と
い
う
行
為
も
意
味
を
持
た
ず
、
た
だ
般
若
心
経
を
唱
え
る
こ
と
で
悟
り

を
得
ら
れ
る
と
い
う
教
化
を
説
く
。
家
持
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
典
理
解
に
基
づ

き
な
が
ら
、「
世
間
」
の
外
側
に
視
点
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
や
人
間

全
体
を
包
含
す
る
「
世
間
」
が
空
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

憶
良
の
作
品
を
学
び
な
が
ら
も
、
仏
教
に
対
す
る
新
た
な
理
解
が
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
家
持
は
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
ゆ
く
「
世
間
」
で
生
き
て
い
る
人
間
存

在
、
延
い
て
は
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
に
対
し
て
「
流
る
る
涙
止
み

か
ね
つ
も
」
と
い
う
悲
し
み
を
懐
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

在
し
な
い
こ
と
を
い
い
、
存
在
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
存
在

し
な
い
こ
と
は
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
色
は
空
、
空
は
色
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
体
だ
け
で
な
く
受
・
想
・
行
・
識
と
い
う

人
間
の
精
神
も
形
は
な
い
が
変
化
を
続
け
る
と
い
う
法
則
の
中
に
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
家
持
は
、「
俗
中
」
と
い
う
人
間
が
住
む
世
の
中
と
い
う
の
は
、
生

死
を
繰
り
返
す
輪
廻
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
無
常
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
人
間
だ
け
で
な
く
自
然
の
摂
理
で
あ
り
、
こ
の
現
実
の
世
の

中
の
一
切
の
も
の
が
無
常
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
に
は
た
ず
み　

流
る
る

涙　

止
み
か
ね
つ
も
」
と
悲
し
み
の
涙
を
流
す
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

家
持
の
「
悲
世
間
無
常
歌
一
首
并
短
歌
」
は
、
憶
良
の
「
哀
世
間
難
住
謌
一

首
并
序
」
を
基
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』

の
中
に
お
い
て
も
、「
世
間
」「
世
間
無
常
」
の
表
記
が
散
見
さ
れ
、
奈
良
朝

知
識
人
の
間
で
、
仏
教
的
感
覚
や
認
識
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
憶
良
の
仏
教
思
想
の
認
識
は
、「
世
間
」
と
い
う
流
れ
て
留
ま
る
こ
と
の

な
い
世
界
を
生
き
て
い
る
人
間
の
側
か
ら
、
い
か
に
描
く
か
と
い
う
こ
と
に
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
遷
流
す
る
世
の
様
を
人
間
が
老
い
て
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
事

例
に
よ
っ
て
描
く
。
そ
の
よ
う
に
人
間
が
八
大
辛
苦
の
「
世
間
」
の
中
に
あ
り

な
が
ら
、
そ
こ
に
「
難
住
」
す
る
こ
と
の
悲
し
み
を
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

注（
（
）
当
該
歌
は
、「
季
春
三
月
九
日
に
、
出
挙
の
政
に
擬
り
て
旧
江
村
に
行
き
、
道
の

上
に
し
て
物
花
を
属
目
せ
る
詠 

并
せ
て
興
中
に
作
り
し
所
の
歌
」（
巻
十
九
・
四
一
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に
よ
る
。
一
部
の
書
き
下

し
は
、『
国
訳
一
切
経
』（
大
東
出
版
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
1
）「
眞
實
」
の
語
は
、「
世
尊
出
眞
實
語
無
有
虚
妄
。」（
法
賢
譯
『
佛
説
信
佛
功
徳
經
』

大
正
蔵
〇
一
、
〇
二
五
六
a
）、「
世
尊
。
頗
有
事
是
眞
實
非
虚
妄
。
愚
夫
異
生

於
中
執
著
造
作
諸
業
。
由
此
因
縁
輪
迴
諸
趣
。」（
玄
奘
譯『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』

（
大
蔵
経
〇
六
、
一
〇
四
七
b
）
な
ど
多
数
あ
り
、
仏
の
言
葉
を
い
う
。

（
1
）
陶
淵
明
詩
の
用
お
よ
び
書
き
下
し
は
松
枝
茂
夫
、和
田
武
司
訳
注
『
陶
淵
明
全
集
』

（
岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。

（
1
）「
商
山
四
皓
」
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
世
家
巻
五
十
五
、
留
侯
世
家
第
二
十
五
に
、

「
四
人
者
年
老
矣
、
皆
以
為
上
慢
侮
人
、
故
逃
匿
山
中
、
義
不
為
漢
臣
。」
と
あ
る
。

ま
た
『
史
記
索
隠
』
に
は
、「
四
人
、
四
晧
也
、
謂
東
園
公
、
綺
里
季
、
夏
黃
公
、

角
里
先
生
。」
と
あ
る
。

（
1
）
伯
成
子
高
は
、『
荘
子
』「
天
地
篇
」
に
、「
堯
治
天
下
、
伯
成
子
高
立
為
諸
侯
。

堯
授
舜
、
舜
授
禹
、
伯
成
子
高
辭
為
諸
侯
而
耕
。
禹
往
見
之
、
則
耕
在
野
。
禹

趨
就
下
風
、
立
而
問
焉
、
曰
、
昔
堯
治
天
下
、
吾
子
立
為
諸
侯
。
堯
授
舜
、
舜

授
予
、
而
吾
子
辭
為
諸
侯
而
耕
。
敢
問
、
其
故
何
也
。
子
高
曰
、
昔
堯
治
天
下
、

不
賞
而
民
勸
、
不
罰
而
民
畏
。
今
子
賞
罰
而
民
且
不
仁
、
德
自
此
衰
、
刑
自
此

立
、
後
世
之
亂
自
此
始
矣
。
夫
子
闔
行
邪
。
无
落
吾
事
。
俋
俋
乎
耕
而
不
顧
。」

と
あ
る
。
ま
た
子
州
支
伯
は
、「
譲
王
篇
」
に
、「
堯
以
天
下
讓
許
由
、
許
由
不
受
。

又
讓
於
子
州
支
父
、
子
州
之
父
曰
、
以
我
為
天
子
、
猶
之
可
也
。
雖
然
、
我
適

有
幽
憂
之
病
。
方
且
治
之
、
未
暇
治
天
下
也
。
夫
天
下
至
重
也
、
而
不
以
害
其
生
、

又
況
他
物
乎
。
唯
无
以
天
下
為
者
、
可
以
託
天
下
也
。
舜
讓
天
下
於
子
州
支
伯
、

子
州
支
伯
曰
、予
適
有
幽
憂
之
病
、方
且
治
之
、未
暇
治
天
下
也
。
故
天
下
大
器
也
、

而
不
以
易
生
、
此
有
道
者
之
所
以
異
乎
俗
者
也
。」
と
あ
る
故
事
に
よ
る
。

五
九
～
四
一
六
五
）
の
歌
群
の
中
に
あ
る
。

（
1
）『
続
日
本
紀
』
に
は
、
天
平
勝
宝
元
年
二
月
二
十
二
日
に
、「
陸
奥
国
、
始
め
て

黄
金
を
貢
る
」、
同
年
四
月
二
十
二
日
の
、
宣
命
第
十
二
詔
に
、「
三
寳
の
奴
と

仕
へ
奉
る
天
皇
が
命
ら
ま
と
盧
舎
那
の
像
の
大
前
に
奏
し
賜
へ
と
奏
さ
く
、
此

の
大
倭
国
は
天
地
開
闢
け
て
よ
り
以
来
に
、
黄
金
は
人
国
よ
り
献
る
こ
と
は
あ

れ
ど
も
、
斯
の
地
に
は
無
き
物
と
念
へ
る
に
聞
こ
し
看
す
食
国
の
中
の
東
の
方

陸
奧
国
守
従
五
位
上
百
濟
王
敬
福
い
、
部
内
の
少
田
郡
に
黄
金
在
り
と
奏
し
て

献
れ
り
。
此
を
聞
き
た
ま
へ
、
驚
き
悦
び
貴
び
念
は
く
は
、
盧
舎
那
仏
の
慈
び

賜
ひ
福
は
へ
賜
ふ
物
に
あ
り
と
念
へ
、
受
け
賜
は
り
恐
り
、
戴
き
持
ち
、
百
官

人
等
を
率
ゐ
て
礼
拝
み
仕
へ
奉
る
事
を
、
挂
け
ま
く
も
畏
き
三
寳
の
太
前
に
、

恐
み
恐
み
も
奏
し
賜
は
く
と
奏
す
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
閏
五
月
二
十
日
の
施
入

願
文
に
、「
冀
は
く
は
、
太
上
天
皇
沙
弥
勝
満
、
諸
仏
擁
護
し
て
法
薬
薫
質
し
、

万
病
消
除
し
て
寿
命
延
長
し
、
一
切
の
所
願
皆
満
足
せ
し
め
、
群
生
を
抜
済
し
て
、

天
下
太
平
に
、兆
民
快
楽
に
し
て
、法
界
の
有
情
と
共
に
仏
道
を
成
せ
む
こ
と
を
」

と
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
の
訓
読
文
は
、新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』（
岩

波
書
店
）
に
よ
る
。

（
1
）
万
葉
集
の
漢
字
本
文
お
よ
び
書
き
下
し
は
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
』（
講

談
社
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
1
）
辰
巳
正
明
「
万
葉
集
と
仏
教
」（『
万
葉
集
と
中
国
文
学　

第
二
』
笠
間
書
院
、

一
九
九
三
年
）、
中
西
進
『
大
伴
家
持
五　

望
郷
幻
想
』（
角
川
書
店
、
一
九
九

五
年
）、
鉄
野
昌
弘
「『
興
』
と
『
無
常
』
―
『
歌
日
誌
』
へ
の
試
論
―
」（「
大

伴
家
持
『
歌
日
誌
』
論
考
」
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
）「
八
大
辛
苦
」
に
つ
い
て
は
、
法
顯
譯
『
大
般
涅
槃
經
』
巻
上
（
大
正
蔵
〇
一
、

〇
一
九
五
b
）
に
、「
所
謂
八
苦
。
一
生
苦
。
二
老
苦
。
三
病
苦
。
四
死
苦
。
五

所
求
不
得
苦
。
六
怨
憎
會
苦
。
七
愛
別
離
苦
。
八
五
受
陰
苦
。」
と
あ
る
。
仏

典
の
引
用
は
、SA

T

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
二
〇
一
五
版
、




