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良

秀

人
間

の
生
活
に
お
い
て
は
誰
で
も
、
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
皆

一
よ

う
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
死
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
永
遠
に
再
び
も

ど
る
こ
と
の
出
來
な
い
、死
の
問
題
に
封
し
て
、総
て
の
人
々
が
眞
創
に

取
組
ん
で
來
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
こ
れ
が
解
決

へ
の
努
力
だ
と
い

つ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
特
に
多
く
の
宗
敬
は
こ
れ
の
解
決
法
で
あ

っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
不
老
長
生
を
目
的
と
す
る
多
く
の
馨
藥
や
、
幾
多
の

(
1
)

民
間
信
仰
も
、
死
を
冤
れ
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、

の
が
れ
る
こ
と
の
出
來
な
い
こ
の
死
に

封
し
て
、
中
國
の
人

々
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
を
受
け
止
め
て
い
た
で

あ
ろ
う
か
、
中
國
佛
敏
は
こ
の
問
題
を
ど
う
取
扱

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
、
中
國
人
の
精
神
生
活
史
の
重
要
な

一
面
と
し
て
、
こ
れ
を
眺
め
て

見
た
い
。
し
か
し
こ
れ
に
は
色

々
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
ゝ
で

は
特
に
死
そ
の
も
の
に
封
し
て
、
ど
う
考
え
て
い
た
か
、
こ
れ
に
封
し

て
ど
う
虎
理
し
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
眺
め
て
見
る
こ
と

ゝ
す
る
。

二

論
語
の
先
進
篇
に
、
季
路
の
鬼
紳
や
死
に
つ
い
て
の
問
に
封
し
て
孔

子
は
、
「未
レ
能
レ
事
レ
人
、
焉
能
事
レ
鬼
」
、
「
未
レ
知
レ
生
、
焉
知
レ
死
」
と
い

つ
て
い
る
。
孔
子
は
死
の
問
題
に
つ
い
て
は
明
確
な
解
決
を
與
え
ず
、

そ
れ
よ
り
も
生
の
問
題
に
重
貼
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
孔
子
は
天
命

に
從
い
、
命
を
知
る
こ
と
を
君
子
と
し
て
い
る
か
ら
、
死
と
い
う
こ
と

に
封
し
て
も
、

こ
れ
を
天
命
と
し
て
受
け
止
め
、
人
力
の
如
何
と
も
す

る
こ
と
の
出
來
ぬ
も
の
と
諦
ら
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
論
語
の
雍
也

篇
に
弟
子
伯
牛
の
病
床
を
見
舞

い
そ
の
命
終
を
知
り
、
弟
子
の
手
を
取

っ
て

「
亡
レ
之
、
命
臭
夫
、
斯
人
也
而
有
二
斯
疾
一也
、
斯
人
也
而
有
二斯

疾
一也
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
ん
な
立
派
な
人
が
こ
の
よ
う
な
悪
疾
で

死
ん
で
行
く
と
い
う
こ
と
は
天
命
で
あ

っ
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來

な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
残
念
で
し
か
た
が
な

い
と
歎

い
て
い

る
。
又
顔
淵
の
死
に
封
し
て
も
、
「
臆
、
天
喪
レ
予
、
天
喪
・予
」
と
、
顔

淵
の
死
を
悲
し
み
、
天
を
怨
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
孔
子
に
取

っ
て

中
國
人

の
死

の
観
念
と
佛
敢

(
道

端
)

九
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中
國
人

の
死

の
観
念

と
佛
敏

(
道

端
)

一
〇

は
人
間

の
壽
命
は
天
命
に
よ
る
こ
と
で
あ
り
、
天
の
定
め
る
こ
と
で
、

人
力
の
如
何
と
も
す
る
こ
と
の
出
來
ぬ
問
題
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
伯

牛
の
よ
う
な
人
が
悪
疾
で
死
し
、
顔
淵
の
よ
う
な
人
が
若
く
し
て
死
ぬ

と
い
う

こ
と
は
、
天
命
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
納
得
の
行
か
な
い
、

天
を
怨
み
た
い
氣
持
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
の
壽
命
や
死
に
封
し
て
、
當
時
の
中
國
に
在

っ
て

は
、
天
命
読
宿
命
説
が

一
般
の
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
が
こ
の
よ
う
な
説
に
封
し
て
敢
然
と
こ
れ
に
反
封
の
意
見
を

述
べ
た
の
が
墨
子
で
あ

っ
た
。
「墨
子
」
の
非
命
篇
上
下
は
ま
さ
し
く

こ
の
天
命
説
宿
命
説
に
反
封
の
説
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

墨
子

の
説
に
よ
れ
ば
、
天
命
論
者
の
言
は
全
べ
肚
會

の
秩
序

を
齪

し
、
人
間
の
努
力
を
無
視
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
危
険
な
言
論
で
あ
り
、

暴
人
の
道
で
あ
る
と
こ
れ
を
攻
撃
す
る
。
若
し
も
有
命
論
者
の
言
を
信

ず
れ
ば
、
賞
罰
も
賞
罰
と
は
な
ら
ず
天
命
と
な
り
、
人
民
は
慈
孝
弟
長

な
ら
ず
、
坐
作
進
退
に
節
度
な
く
、
男
女
の
匿
別
さ
え
立
た
な
い
よ
う

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
天
命
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
從

っ
て

「
上
不
レ
聰
レ
治
、
下
不
レ
從
レ
事
、
上
不
レ聰
レ
治
、
則
刑
政
齪
、
下
不
レ

從
レ
事
、

則
財
用
不
レ
足

(乃
至
)
執
二有
命
一者
、

上
不
レ
利
二
於

天
一
、中

不
レ利

二於
鬼
一
、下
不
レ
利
二
於
人
一
、而
強
執
レ
此
者
、
此
特
凶
言
之
所
二
自

生
一
、而
暴
人
之
道
也
…
…
此
天
下
之
大
害
也
」

と
い
っ
て
い
る
。
死
生
か
ら
起
居
動
作
ま
で
悉
く
を
天
命
と
し
、
人
間

の
自
由
意
志
を
認
め
な
い
よ
う
な
天
命
論
者
に
封
七
て
の
攻
撃
で
、
天

下
の
大
害
な
り
と
言

っ
て
い
る
。
勿
論
墨
子

の

「
天
志
篇
」
に
は
萬
物

悉
く
天
帝
の
支
配
下
に
あ

っ
て
、
貧
富
貴
賎
吉
凶
壽
天
は
皆
天
志
に
左

右
せ
ら
れ
る
と
説
い
て
、
こ
の
非
命
篇
と
矛
盾
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

が
、
彼
の
非
難
す
る
所
は
人
間
生
活
に
自
由
意
志
と
努
力
精
進
を
否
定

す
る
も
の
に
封
す
る
の
で
あ

っ
た
。
從

っ
て
儒
家
の
天
命
説
で
も
人
事

を
蓋
し
て
天
命
を
侯
つ
と
い
う
、
人
力
を
認
あ
る
天
命
読
を
相
手
に
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
。

三

後
漢
の
儒
者
王
充
の

「
論
衡
」
は

「論
死
篇
」
を
初
め

「
逢
遇
篇
」

「物
勢
篇
」
な
ど
に
、

人
間
の
死
に
つ
い
て
の
論
説
や
、
人
生
に
つ
い

て
の
宿
命
的
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
意
見
は
徹
底
し
た
宿

命
論
で
、
い
か
な
る
こ
と
も
め
ぐ
り
合
わ
せ

で
あ
り
、
運
命
で
あ

っ
て
、

人
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來
ぬ
と
し
て
い
る
。
生
も
死
も
、
壽
も

夫
も
、
富
も
貧
も
貴
も
賎
も
皆
人
力
は
不
可
能
で
、
た
だ
命
に
よ
る
の

み
で
あ
る
ど
力
説
す
る
。

こ
の
徹
底
し
た
宿
命
読
に
封
し
て
、
東
晋

に
至
つ
て
道
家
の

「抱
朴

子
」
は
、
人
欄
の
善
悪
の
行
爲
に
よ

っ
て
、

ど
の
よ
う
に
で
も
天
命
が

攣
更
さ
れ
る
と
説
く
。
人
間

の
壽
天
は
そ
の
人
の
行
爲
の
如
何
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
奪
算
思
想
は
、
道
敏

の
有
名
な
倫
理
思
想
で
あ

る
。
「抱
朴
子
」
内
篇
巻
六
微
旨
に
「天
地
に
司
過
の
紳
あ
り
、
人
の
犯

す
所
の
輕
重
に
随

っ
て
以
て
そ
の
算
を
奪
う
。
算
減
ず
れ
ば
貧
耗
疾
病
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あ
っ
て
、
屡
々
憂
患
に
逢
う
、
算
蓋
く
れ
ば
死
す
と
い
う
。
」
死
と
い
う

こ
と
は
天
命
運
命
で
定

っ
て
い
て
も
、
司
過
神
に
算
を
奪
わ
れ
れ
て
、

算
が
壼

き
る
時
に
死
す
と
い
う
。
算
と
は
三
日
の
こ
と
で
あ
る
が

(微

旨
篇
)
、
何
故
に
算
を
奪
わ
れ
る
か
と
い
う

と
、
そ
の
人
の
犯
す
と
こ

ろ
の
罪
悪
の
輕
重
に
從
う
も
の
で
、
小
罪
は
三
日

(算
)
、
大
罪
は
三
百

日

(紀
)
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
罪
の
計
算
は
人
間
の
身
中
に
佳

居
し
て
い
る
三
尸
紳
が
毎
月
庚
申
の
日
に
司
過
神
に
報
告
す
る
そ
の
結

果
に
よ
る
課
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
天
命
に
よ

っ
て
壽
命
が
定

っ
て

い
て
も
、
よ
く
功
徳
を
積
み
、
善
行
を
重
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
死
ぬ

べ
き
命
を
永
ら
え
る
こ
と
が
出
來
た
。
延
壽
に
封
す
る
色

々
な
功
徳
法

が
説
か
れ
、
は
て
は
不
老
長
生
の
仙
藥
ま
で
工
夫
さ
れ
た
の
が
紳
仙
術

(2
)

で
あ
り
、
道
敬
の
服
藥
法
で
あ

っ
た
。

北
齊

の
佛
敢
信
者
た
る
顔
之
推
の

「顔
氏
家
訓
」
の
終
制
篇
に
死
に

つ
い
て
の
文
章
が
あ
る
。
死
に
つ
い
て
と
い
っ
て
も
こ
ゝ
で
問
題
に
し

て
い
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
て
、
直
接
に
は
自
分
の
死
後
の
葬
式
の

こ
と
、

喪
祭
の
こ
と
な
ど
を
丁
寧
に
指
示
し
て
い
る
遺
言
状
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
が
、
淡

々
と
し
て
死
を
論
じ
て
い
る
貼
は
、
死
を
自
毘
し

必
ず
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
人
聞
を
見

つ
め
て
、
そ
こ
に
何
の
不
安
も
恐
怖

も
感
ぜ
ら
れ
な
い
所
に
こ
の
文
章
の
特
色
が
あ
り
、
又
流
石
に
佛
教
信

者
だ
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
死
は
人
間
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、

へ

た
ま
よ
ば
い

冤
が
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
と
い
い
、
死
ん
で
も
復
塊
を
す
る
必
要
が

な
い
、
棺
材
も
質
素
に
す
る
こ
と
、
棺
の
内

へ
の
納
品
も
又
明
器
な
ど

一
切
省
く
こ
と
、
墳
を
作
ら
ぬ
こ
と
喪
祭
も
質
素
の
こ
と
、
親
戚
友
人

も
來
る
に
及
ば
な
い
こ
と
な
ど
、
こ
ま
ご
ま
と
注
意
を
し
、
祭
り
の
供

物
の
た
め
に
殺
生
す
れ
ば
却

っ
て
罪
障
を
増
す
、
若
し
親
の
恩
に
報
い

ん
と
す
る
な
ら
、
時

々
僧
侶
に
供
養
し
、
七
月
十
五
日
の
孟
蘭
盆
に
施

餓
鬼
を
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
も
い
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
佛
敏
信
者

と
し
て
、
好
ま
し
い
死
の
受
け
取
り
方
を
示
し
て
い
る
。

佛
数
は
言
う
ま
で
も
な
く
三
世
因
果
慮
報
を
説
く
、
人
間
の
死
生
は

こ
の
法
則
に
よ
る
も
の
で
、
過
去
の
善
悪
の
業
因
が
現
在
及
び
未
來
の

果
を
招
く
も
の
で
、
死
も
亦
こ
の
業
の
法
則
の
下
に
在
る
課
で
あ
る
。

死
を
自
己
の
業
と
し
て
受
け
止
め
て
行
く
、
し
か
し
宿
命
論
で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
宿
作
外
道
を
否
定
し
た
佛
敏
で
あ
る
か
ら
、
自
由
意
志
を
否

定
す
る
業
論
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
顔
之
推
は

受
け
止
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

「蹄

心
篇
」
の
殺
生
に
つ
い

て
の
項
に
、
「殺
生
を
好
む
人
は
死
に
臨
ん
で
そ
の
報

い
が
あ

り
、
子

孫
が
禍
を
受
け
る
」
と
い
う
の
は
、
家
族
圭
義

の
儒
教
の
思
想
を
受
け

た
も
の
で
あ
り
、
當
時

く
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
思
想
で
、
佛
教
の
自

因
自
果

の
鷹
報
思
想
と
は
異
る
課
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
中

國
佛
敏
の
特
色
と
も
い
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。

宋
の
佛
教
信
者
た
る
王
日
休
居
士
は
其
の
著

「浮
土
文
」
の
中
で
、

宿
業
の
問
題
に
多
く
の
事
例
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
ゝ
で
も
矢
張
祀
先

の
業
が
子
孫
に
及
ぶ
と
い
う
家
族
制
の
倫
理
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し

こ
こ
で
は
人
の
壽
命
が
善
悪
の
行
動
に
よ
っ
て
長
短
と
な
る
と
い
う
、

中
國
人
の
死

の
観
念

と
佛
教

(
道

端

)

一
一
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中

國
人
の
死

の
観
念

と
佛
教

(
道

端

)

一
二

道
敏
的
な
読
を
否
定
し
て
、
人
間

の
禍
福
は
た
だ
現
世
の
行
業
だ
け
で

決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
前
世
の
業
因

が
加

わ
る
こ
と
を
述

べ

(
3

)

で
、
佛
敏
の
業
思
想
を
説
い
て
い
る
。
又
同
じ
く
宋
代
に
出
來
た
善
導

作
と
稻
す
る

「
臨
終
正
念
訣
」
に
、
人
命
の
長
短
は
生
れ
る
時
に
既
に

定
ま

っ
て
い
る
も
の
で
、

こ
れ
を
延
ば
そ
う
と
し
て
鬼
紳
に
濤

っ
て
も

無
駄
で
あ
る
。
若
し
邪
を
信
じ
て
生
き
物
を
殺
し
て
鬼
神
を
祭
る
よ
う

な
こ
と
を
す
れ
ば
、
却

っ
て
罪
業
を
増
し
て
、
壽
命
を
損
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
、
定

っ
た
壽
命
を
鬼
紳
の
力
で
左
右
す
る
こ

と
は
出
來
な
い
と
云

っ
て
い
る
。

こ
の
「
臨
終
正
念
訣
」
に
、
人
間
の
壽
命
が
生
れ
た
時
に
既
に
決
定
し

て
い
る
と
い
う
の
は
、
宿
命
的
な
の
か
、
天
命
論
的
な
の
か
、
或
は
佛

教
の
業
思
想
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

こ
れ
だ
け
で
は
充
分
に
こ
れ
を
釧

定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
、
鬼
瀞
に
濤

っ
て
壽
命
の
長
短
を
左
右
し

得
る
と
い
う
道
教
的
な
、
し
か
も

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
民
間
信
仰

に
封
し
て
の
抗
議
で
あ
り
、
し
か
も
殺
生
し
て
犠
牲
を
供
え
て
祭
る
と

い
う
こ
と
は
、
反
封
に
不
幸
を
招
く
原
因
で
あ
る
と
説
く
と
こ
ろ
は
、

ま
さ
し
く
佛
教
の
思
想
で
あ
る
。

佛
敏

の
思
想
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

三
世
因
果
輪
廻
韓
生
の
業
思
想

で
あ
る
か
ら
、
人
生
の
禍
幅
と
か
、
壽
命
の
長
短
と
い
う
こ
と
は
、
本

人
自
身

の
業
の
如
何
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
天
命
で
も
な
く
又
ど
う

す
る
こ
と
も
出
來
な
い
宿
命
や
宿
業
で
は
な
い
。
繹
奪
が
當
時
の
宿
命

論
者
た
も
宿
作
外
道
を
排
斥
し
て
、
正
し
い
業

思
想
を
説
い
た
こ
と

は
、
佛
敏
が
宿
業
を
説
い
て
も
、
宿
命
論
で
は
な
い
の
で
っ
た
。
佛
敏

が
死
に
封
す
る
考
え
も
當
然
に
こ
の
立
場

を
取

る
も

の
で
あ

っ
た
。

從

っ
て
若
し
孔
子
が
佛
敏
徒

で
あ

っ
た
な
ら
、
顔
淵

の
死
に
封
し
て

も
、
何
ら
天
を
怨
む
こ
と
な
く
、
自
分
自
身
の
宿
業
と
し
て
こ
れ
を
受

け
止
め
た
で
あ
ろ
う
。
死
に
行
く
顔
淵
も
亦
、

死
に
臨
ん
で
は
過
去
に

お
け
る
自
分
の
業
と
し
て
、
こ
れ
を
受
け
取

っ
て
静
か
に
死
を
迎
え
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

佛
教
の
宿
業
は
あ
く
ま
で
も
三
世
に
互
る
も
の
で
、
儒
敢

の
如
く
現

世
だ
け
で
因
果
を
読
明
す
る
も
の
で
も
な
く
、

そ
の
業
が
儒
敏
や
道
教

の
如
く
、
自
己
以
外
の
他
者
の
絶
封
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で

も
な
く
、
自
己
の
業
因
に
よ

っ
て
業
果
を
得
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の

業
因
は
前
世
も
あ
れ
ば
、
更
に
そ
れ
以
前
の
過
去
も
あ
り
、
更
に
は
現

世
の
過
去
の
も
の
も
あ

っ
た
。
從

っ
て
そ
の
果
報
の
時
期
も
順
現
業
、

順
生
業
、
順
後
業
、
順
不
定
業

の
四
種
を
数
え

て
い
る
が
、
あ
く
ま
で

(
4
)

も
自
己
の
業
因
の
報

い
で
あ

る
。
「
佛
爲
首
迦
長
者
説
業
報
差
別
経
」

(大
正
藏
第

一
)
 に
も
、
「
若
し
人
重
罪
を
作
り
て
、
深
く
自
ら
責
め
、

繊
悔
し
て
更
に
造
ら
ざ
れ
ば
能
く
根
本
業
を
抜
く
」
と
あ
る
の
は
、
宿

命
説
を
取
ら
な
い

く
例
で
あ
り
、
し
か
も
善
業
が
悪
を
輻
ず
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
黙
は
、
儒
敏
や
道
敏
と
も

一
脈
相
通
ず
る
所

も
あ
る
が
、
儒
道
は
現
世
を
中
心
と
し
て
因
果
を
論
じ
、
自
己
よ
り
も

絶
封
の
他
者
を
中
心
と
す
る
に
封
し
て
、
佛
敏
は
あ
く
ま
で
も
三
世
鷹

報
で
あ
り
、
絶
封
者
の
造
物
圭
を
認
め
ず
、
自
業
自
得
の
理
を
読
く
も
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の
で
あ

っ
た
ひ
中
國
佛
教
は
こ
の
線
に
洛

っ
て
獲
展
し
盛
ん
と
な
っ
て

行

っ
た

の
で
あ
る
が
、
知
識
階
級
た
る
士
大
夫
な
ら
こ
の
け
じ
め
も
多

少
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、

一
般
大
衆
と
い
わ
れ
る
庶
民
は
ど
う
で

あ

っ
た
ろ
う
か
。

四

中
國

の

一
般
庶
民
に
取

っ
て
、
死
が
問
題
に
さ
れ
、
死
後
の
生
活
に

深
い
關

心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
來
る
の
は
、
何
ん
と
い
っ
て
も
佛
敏

の
普
及
に
ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
實
的
な
享
樂
を
中
心
と
す
る
民
族

が
、
死
後
の
生
活
を
考
え
、
未
來
の
こ
と
に
つ
い
て
用
意
せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
等
の
精
神
生
活
の
上
で
の
大
き
な
攣
化

で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
死
と
い
う
問
題
に
深
い
關
心
を
持

た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
地
獄
経
典
の
課
出
と
そ

の
流
布

と
で

あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。

梁

の
寳
唱
の

「
経
律
異
相
」
巻
四
九
、
巻
五
〇
に
お
け
る
地
獄
部
上

下
二
編
、

唐
の
道
世
の

「
法
苑
珠
林
」
巻
七
地
獄
部
な
ど
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
地
獄

の
滲
状
と
罪
人
の
苦
相
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

一
讃
し
て

豊
え
ず
膚

に
粟
の
生
ず
る
程
で
、
眞
に
迫
り
、
身
の
痛
み
を
感
ず
る
。

し
か
も

こ
の
地
獄
は
そ
れ
ぞ
れ
現
世
に
お
け
る
悪
業

の
多
少
に
よ
っ
て

異
る
も

の
で
、
現
世
の
修
功
徳
は
こ
の
悪
趣
を
冤
が
れ
る
こ
と
を
詳
細

に
説
い
て

い
る
。

こ
の
地
獄
の
描
爲
を
感
畳
的
に
直
接
眼
に
訴
え
た
の
が
地
獄
攣
相
圖

で

の
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
攣
柑
圖
と
共
に
民
衆

に
最
も
歓
迎
さ
れ
た
の

は
攣
文
と
構
せ
ら
れ
る
佛
教
徒
の
民
衆
教
化
の
俗
文
で
あ

っ
た
。
死
の

關
心
は
、
こ
の
死
後
の
恐
怖
感
か
ら
深
刻
な
様

相
を
呈
し
て
來
る
。
佛

敏
の
民
衆
教
化
は
、
こ
の
よ
う
な
攣
相
圖
や
攣
文
、
俗
文
、
講
経
文
を

(5
)

通
し
て
、
次
第
に
深
く
大
衆
に
と
浸
透
し
て
行

っ
た
。
從

っ
て
こ
の
遁

れ
る
こ
と
の
出
來
な
い
死
に
封
し
て
の
箆
悟
と
、
死
後
の
用
意
と
は
こ

れ
又
人

々
の
最
も
重
大
な
問
題
で
あ

っ
た
。

六
朝
時
代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
來
る
死
後
の
世
界
を
取
扱
う
小
説
、

随
筆
な
ど
の
読
話
文
學
な
ど
、
唐
宋
に
多
く
出

て
來

る
冥
界

の
状
況

(
6

)

や
、
十
王
信
仰
、
七
々
齋
の
行
事
な
ど
、

い
ず

れ
も
死
に
關
し
て
の
人

々
の
記
録
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
見
る
と
大
衆
は
多
く
三
世
因
果
慮
報
を

信
じ
な
が
ら
も
、
天
命
を
信
じ
、
宿
命
と
信
ず
る
、
儒
敏
、
佛
教
、
道

敏

の
三
教
融
合

の
思
想
に
お
け
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
中
國
佛
教

の
特
質
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
宋
高
僧
傳
」
巻
三
の
唐
の
京

師
大
安
國
寺
子
隣
傳
を
見
る
と
、
子
隣
は
母
の
死
後
の
幽
趣
を
泰
山
神

た
る
天
齊
王
に
問
い
、
王
か
ら
簿
吏
の
調
査
に
よ

っ
て
母
は
獄
に
繋
が

れ
て
苦
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
、

こ
れ
が
救
出
に
努
力
し
、

途
に
母
を
助
け
て
切
利
天
に
生
れ
さ
せ
た
と
あ
る
。

こ
ゝ
に
は
出
家
し

た
子
隣
が
當
時
中
國
の
民
間
信
仰
で
あ
る
死
後

の
世
界
を
支
配
す
る
泰

山
紳
に
母
の
救
出
方
を
願

っ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
は
、
死
と
泰
山
信
仰
が
如
何
に
強
固
な
信
仰

と
し
て
中
國
の
人
々
に

浸
透
し
て
い
た
か
を
物
語
る
と
共
に
、
申
國
佛
教
が
こ
の
よ
う
な
形
態

中
國
人

の
死

の
観
念

と
佛
教

(
道

端
)

二
二
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中
國
人

の
死

の
観

念

と
佛
教

(
道

端
)

一
四

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
共
に

一
般
大
衆
が
、
佛
教
を
こ
の
よ
う

に
信
仰

し
て
行

っ
た
こ
と
が
中
國
の
佛
教
で
あ

っ
た
こ
と
に
佳
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
中
國
佛
教
が
死
後

の
輪
廻
輪
生
を
説
い
た
こ
と
は
、
現
實
的
で

し
か
も
享
樂
圭
義
で
あ
る
中
國
の
人

々
に
取

っ
て
、
最
も
好
ま
し
い
思

想
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
死
後
に
再
び
こ
の
樂
し
い

(
7

)

人
間

祉

會

に
生

れ

る

こ
と

が

で
き

る

か
ら

で
あ

っ
た
。

そ

の
た

め

に

は

ど

ん

な
功

徳

も

惜

ま

な

か

っ
た

こ

の
よ

う

に
中

國

佛

教

は
、

死

の
問

題

に

つ

い

て
は

地

獄

の
恐
怖

と

共

に
、

一
方

人

問

へ
の
再

生

と

い
う

こ

と

で
中

國

人

に
與

え

た

影
響

は

頗

る

大

き

か

っ
た
。

(
昭
和

三
九
年
度
綜
合
研
究
)

1

渡
邊
照
宏
著

「
死
後

の
世
界
」
、
宇
野
圓
室
著

「
宗
教
民
族
學
」
参
照
。

2

・
3

拙
稿

「
中
國
佛
敏

と
精
神

生
活
」
(
結
城
教
授
思
想
史
論
集
所
牧
)

蓼
照
。

4

佛
敬

の
業
思
想

の
研
究

に
は
多

く
の
佛
教
學
者

の
專
著
や
論
文
が
あ
る

が
、
今
爾

こ
の
問
題

が
論

ぜ
ら
れ
研
究

さ
れ
る

と
こ
ろ
に
、

佛
敏

の
宿
業

と

い
う
こ
と
に
問
題

が
あ
り
、
從

つ
て
色

々
と
受
け
止
め
方
に
差
異

が
あ

る

の
で
あ

る
。

5

拙

稿

「
中
國
佛
教
に

お

け

る
地
獄
」
(
の
帆
怖
印
度
學
佛
敢
學
研
究

八

ノ

ニ
)
た滲
昭
描
。

6

拙
著

「
唐
代
佛
教

の
研
究
」
二
章
参
照
。

7

森
三
樹
三
郎
著

「
梁

の
武
帝
」
、
同
論
文

「
六
朝
士
太
夫

の
精
紳
」
(
大

阪
大
學
文
學
部
紀
要
三
巻
参
照
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