
は
じ
め
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下
、『
宇
治
拾
遺
』
と
略
記
す
る
）
の
冒
頭
話
「
道

命
阿
闍
梨
於
二

和
泉
式
部
之
許
一

読
経
五
条
道
祖
神
聴
聞
事
」
の
内
容
は
、
お

お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
今
は
昔
」、「
傅
殿
の
子
」
に
道
命
阿
闍
梨
と
い
っ
て
好
色
な
僧
が
お
り
、

「
経
を
目
出
く
読
」
む
僧
で
も
あ
っ
た
。
和
泉
式
部
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
。

あ
る
と
き
和
泉
式
部
と
枕
を
共
に
し
た
あ
と
、
ふ
と
目
覚
め
、「
心
を
す
ま
し

て
」
経
を
読
ん
だ
。
そ
の
暁
方
、
道
命
が
う
と
う
と
し
て
い
る
と
、「
五
条
西

洞
院
の
辺
に
候
」
と
い
う
翁
が
現
れ
る
。
翁
は
、
道
命
が
「
清
く
て
、
読
み
ま

い
ら
せ
給
時
」
は
高
位
の
神
々
に
遠
慮
し
て
聴
聞
す
る
機
会
が
な
い
が
、
こ
の

度
は
、
道
命
が
和
泉
式
部
と
交
わ
っ
た
あ
と
、「
御
行
水
も
候
は
で
」
経
を
読

ん
だ
の
で
、
聴
聞
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
忘
が
た
」
い
ほ
ど
有
り
難
い
、
と

満
悦
の
思
い
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
さ
れ
ば
、
は
か
な
く
、
さ
い
読
み
た
て

ま
つ
る
と
も
、
清
く
て
読
み
た
て
ま
つ
る
べ
き
事
な
り
。『
念
仏
、
読
経
、
四

威
儀
を
や
ぶ
る
事
な
か
れ
』
と
恵
心
の
御
房
も
い
ま
し
め
給
に
こ
そ
」
と
話
末

評
語
が
載
る
。

『
宇
治
拾
遺
』
研
究
の
一
つ
の
流
れ
と
し
て
、
全
一
九
七
話
の
配
列
に
つ
い

て
「
連
纂
の
糸
」
を
探
る
研
究
が
あ
り
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の

「
解
説
」
に
も
極
め
て
詳
細
な
形
で
「
説
話
連
絡
表
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
小
峯
和
明
氏
は
「
説
話
集
の
巻
頭
話
は
作
品
総
体
の
主
題
と
も
か
か
わ

る
重
要
な
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
は
ず
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う

に
「
連
纂
」
を
指
摘
さ
れ
る
説
話
集
に
お
け
る
冒
頭
話
の
意
義
は
重
い
。

『
宇
治
拾
遺
』
冒
頭
話
に
つ
い
て
は
、
物
語
集
に
お
け
る
冒
頭
話
の
意
義
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
巨
視
的
な
視
点
と
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
物
語

自
体
の
解
釈
が
求
め
ら
れ
る
。
道
命
と
和
泉
式
部
と
が
交
会
す
る
こ
と
は
本
来

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

二
八

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈
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成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
人
物
設
定
が
な
さ
れ
た
の

か
、
な
ぜ
二
人
は
こ
の
よ
う
な
物
語
に
登
場
さ
せ
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ

こ
に
登
場
す
る
「
五
条
の
斎
」
は
二
人
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

ま
た
、
冒
頭
話
の
出
来
事
と
話
末
評
語
の
関
係
に
つ
い
て
も
様
々
に
解
さ
れ

て
い
る
。
氏
家
千
恵
氏
や
森
正
人
氏
は
、
道
命
の
読
経
が
「
五
条
の
斎
」
に
聴

聞
の
機
会
を
与
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
話
末
評
語
は
「
恵
心
の
御
房
」
を
引
き
、

道
命
の
不
浄
の
読
経
を
戒
め
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
を
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
出

来
事
と
話
末
評
語
が
「
さ
れ
ば
」
と
い
う
順
接
の
接
続
詞
に
よ
っ
て

が
れ
て

い
る
た
め
に
、
両
者
の
間
に
「
齟
齬
」
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
福
田
晃
氏
や
藤
本
徳
明
氏
の
よ
う
に
、
女
犯
の
身
で
行
う
読
経
に

は
高
位
の
神
々
で
は
な
く
、「
五
条
の
斎
」
の
よ
う
な
色
好
み
の
神
が
聴
聞
に

訪
れ
る
の
だ
、
と
、
編
者
は
道
命
の
不
浄
説
法
を
「
揶
揄
」
し
て
い
る
と
い
う

見
方
も
さ
れ
て
い
る
。

道
命
と
和
泉
式
部
の
関
係
を
中
心
に
冒
頭
話
の
出
来
事
を
解
釈
し
た
上
で
、

出
来
事
と
話
末
評
語
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
、
道
命
阿
闍
梨
と
和
泉
式
部
の
関
係

『
宇
治
拾
遺
』
の
冒
頭
話
と
『
古
事
談
』
巻
三

三
五
「
道
命
ノ
読
経
ヲ
道

祖
神
聴
聞
ノ
事
」
は
「
同
話
」
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
ま
ず
、
道

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

二
九

命
阿
闍
梨
の
性
格
を
示
す
。『
古
事
談
』
で
は
、「
道
綱
卿
息
ナ
リ
」、「
其
音
声

微
妙
」、「
読
経
之
時
聞
人
皆
発
二

道
心
一

」
と
紹
介
さ
れ
、「
但
」
と
し
て
、

「
好
色
無
双
之
人
也
」
と
続
く
。『
古
事
談
』
は
、
道
命
の
読
経
の
素
晴
ら
し
さ

に
続
き
、「
但
」
を
用
い
て
好
色
で
あ
る
こ
と
が
意
識
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
宇
治
拾
遺
』
で
は
、
道
命
が
「
傅
殿
の
子
に
、
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
あ
り

け
り
。
和
泉
式
部
に
通
け
り
。
経
を
目
出
く
読
け
り
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

『
宇
治
拾
遺
』
は
高
僧
が
好
色
で
あ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
柄
さ
え
も
物
語
の

前
提
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
編
者
の
関
心
は
人
物
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
道

命
の
誦
経
が
「
五
条
の
斎
」
を
感
動
せ
し
め
る
と
い
う
場
面
性
へ
と
向
い
て
い

る
と
い
え
る
。
特
に
、
冒
頭
話
は
、
歌
徳
的
な
物
語
で
も
、
史
書
に
特
記
さ
れ

る
よ
う
な
事
件
を
伝
え
る
物
語
で
も
な
い
。
益
田
勝
実
氏
の
い
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
「
新
し
い
自
由
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」、
す
な
わ
ち
、「
事
実
が
作
り
話
化
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
根
つ
か
ら
の
作
り
話
」
に
組
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
物

語
に
適
当
な
人
物
像
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

道
命
は
、『
大
日
本
法
華
経
験
記
』（
以
下
、『
法
華
験
記
』
と
略
記
す
る
）

に
お
い
て
、
戒
律
を
破
り
、
寺
物
を
犯
用
し
た
が
、
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
な

く
往
生
を
遂
げ
て
い
る
。『
法
華
験
記
』
は
こ
れ
を
「
法
華
経
の
力
」
の
た
め

で
あ
る
と
す
る
。
法
華
経
は
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
四
一
話
「
持
経
者
叡
実
効

験
事
」
で
「
僧
の
浄
、
不
浄
を
き
ら
は
ぬ
経
」
と
も
さ
れ
る
性
格
を
備
え
て
い



る
。
ま
た
、『
宝
物
集
』（
九
冊
本
）
で
は
、
道
命
が
往
生
を
果
た
し
た
の
は

「
読
誦
の
く
ど
く
」
の
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
『
尊
卑
分
脉
』
に
お
け

る
「
能
読
」
と
い
う
注
記
に

が
る
。
つ
ま
り
、
冒
頭
話
で
は
、
不
浄
を
も
克

服
し
う
る
持
経
者
｜
『
法
華
験
記
』
の
道
命
阿
闍
梨
の
姿
｜
が
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
山
本
節
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
「『
歌
人
』
と
し
て
の

共
通
性
」、「『
好
色
の
人
』
と
し
て
の
共
通
性
」、「
法
華
経
」、「
聖
と
遊
女
」

の
四
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
道
命
と
和
泉
式
部
と
が
結
び
付
く
と
い
う
磁
場
が
形

成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

冒
頭
話
に
形
成
さ
れ
て
い
る
磁
場
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。『
宇
治
拾

遺
』
冒
頭
話
は
、「
今
は
昔
」
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
、
現
在
と
過
去
の
断
絶

を
図
り
、
事
の
真
偽
を
問
う
こ
と
の
で
き
な
い
空
間
へ
と
読
者
を
誘
っ
て
い
る
。

我
々
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
物
語
を
読
み
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
確
か
に
、
次
の
よ
う
に
、
私
家
集
の
詞
書
か
ら
、
道
命
と
和
泉
式
部
に
は

嵯
峨
法
輪
寺
に
参
籠
し
た
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
赤
染
衛

門
集
』
の
詞
書
に
法
輪
寺
は
道
命
の
「
す
み
し
坊
」
で
あ
っ
た
と
あ
る
。『
法

華
験
記
』
に
も
道
命
が
「
法
輪
寺
を
卜
め
て
、
練
行
の
処
と
な
し
、
時
々
籠
り

住
し
て
、
数
々
勤
行
し
た
」
と
伝
わ
る
。『
和
泉
式
部
集
』
に
は
、
和
泉
式
部

が
法
輪
寺
に
参
籠
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
和
泉
式
部
に
迫
る
「
法

師
」
の
姿
も
見
え
る
。

『
和
泉
式
部
集
』
一
七
九
番
歌

ほ
う
し
め
き
て
、
あ
ふ
ぎ
お
と
し
て
い
き
た
る
に
や
る
と
て

は
か
な
く
も
わ
す
ら
れ
に
け
る
あ
ふ
ぎ
か
な
お
ち
た
り
け
り
と
人
も
こ
そ

み
れ

『
和
泉
式
部
続
集
』
三
八
七
番
歌

い
と
た
ふ
と
き
法
師
の
、
き
た
な
げ
な
る
帯
を
お
と
し
た
る
を
み
て

の
り
の
し
の
と
き
お
き
て
け
る
お
び
な
れ
ど
つ
み
ふ
か
げ
に
も
み
ゆ
る
物

か
な

し
か
し
、
こ
の
時
、
和
泉
式
部
の
も
と
を
訪
れ
た
「
法
師
」
が
実
際
に
道
命

で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
友
関
係
を
そ
の
ま
ま
二
人
の
交
会
の
根
拠
と
し

た
り
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
可
能
性
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
道

命
と
和
泉
式
部
が
結
び
付
く
磁
力
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で

あ
る
。
道
命
と
和
泉
式
部
と
い
う
名
称
に
は
常
に
像
が
伴
う
。
そ
れ
は
い
う
ま

で
も
な
く
伝
え
る
側
の
論
理
に
も
左
右
さ
れ
る
が
、
人
は
伝
え
ら
れ
た
言
動
、

性
格
、
容
姿
な
ど
か
ら
派
生
し
た
像
を
見
る
こ
と
が
多
い
。
固
有
名
詞
自
体
、

表
徴
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

和
泉
式
部
の
好
色
、
多
情
な
女
性
と
し
て
の
像
は
、
例
え
ば
、『
和
泉
式
部

日
記
』
で
敦
道
親
王
が
「
人
の
あ
る
に
や
と
お
ぼ
し
め
し
て
」、
和
泉
式
部
の

邸
へ
入
る
こ
と
な
く
「
や
を
ら
帰
」
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら

も
う
か
が
い
知
れ
る
。
和
泉
式
部
は
道
長
に
も
「
う
か
れ
め
あ
ふ
ぎ
」
と
揶
揄

さ
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
は
そ
の
像
が
押
し
広
げ
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
た
典
型
的

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈
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な
存
在
で
あ
ろ
う
が
、
冒
頭
話
は
道
命
阿
闍
梨
の
像
と
和
泉
式
部
の
像
の
重
な

り
合
っ
た
点
に
こ
そ
物
語
の
進
む
方
向
性
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
道
命
は
、

「
能
読
」
者
で
あ
る
と
い
う
像
と
、
一
方
で
「
戒
を
持
た
」
な
い
と
い
う
二
つ

の
背
反
し
た
像
を
兼
ね
備
え
た
人
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
前
者
は
「
五
条
の

斎
」
を
聴
聞
に
参
集
さ
せ
得
た
要
素
で
、
後
者
の
破
戒
僧
と
し
て
の
像
は
和
泉

式
部
の
好
色
の
人
と
い
う
像
と
結
び
付
く
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
道
命
と
和
泉
式
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、『
道
命
阿
闍
梨
集
』、『
和
泉

式
部
集
』
と
い
う
家
集
が
あ
り
、
共
に
『
中
古
和
歌
三
十
六
歌
仙
』
に
挙
げ
ら

れ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
に
も
、「
和
歌
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
き
は
、
人
丸
赤
人
小

野
の
小
町
、
躬
恒
貫
之
壬
生
の
忠
岑
、
遍
照
道
命
和
泉
式
部
」
と
並
び
称
さ
れ

る
。
私
家
集
の
成
立
や
歌
仙
と
し
て
称
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
自
体
が
伝
承
の
生

成
を
意
味
し
て
い
る
。『
中
古
和
歌
三
十
六
歌
仙
』
や
『
梁
塵
秘
抄
』
の
成
立

は
院
政
期
以
降
の
も
の
で
あ
る
。「
も
は
や
僧
の
密
通
な
ど
問
題
に
な
ら
な
い

ほ
ど
、
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
」
時
代
に
、
道
命
と
和
泉
式
部
と
い
う
二
人
の

交
会
が
物
語
と
し
て
書
き
記
さ
れ
る
こ
と
に
中
世
の
物
語
の
萌
芽
を
見
出
し
う

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
出
来
事
と
話
末
評
語
と
の
関
係

『
宇
治
拾
遺
』
の
冒
頭
話
と
『
古
事
談
』
の
「
同
話
」
と
の
違
い
は
、
こ
の

物
語
が
『
宇
治
拾
遺
』
の
冒
頭
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
話
末
評
語
の
有
無

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

三
一

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
出
来
事
と
話
末
評
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
諸
家
の
考

察
を
見
た
い
。

氏
家
千
恵
氏
は
、
冒
頭
話
が
「
相
反
す
る
二
つ
の
価
値
を
同
時
に
含
む
話
と

と
ら
え
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
。

不
浄
読
経
と
い
う
題
材
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
焦
点
を
当
て
る
と
、
前

半
は
こ
れ
を
否
定
せ
ず
に
む
し
ろ
そ
の
功
徳
を
示
唆
す
る
正
の
方
向
で
あ

り
、
後
半
（
話
末
評
語
）
は
戒
め
否
定
す
る
負
の
方
向
で
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
正
の
契
機
・
負
の
契
機
合
わ
さ
っ
て
一
話
で
あ
る

か
ら
、
軽
重
の
差
を
つ
け
て
ど
ち
ら
か
一
方
を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
本
話
は
、
相
反
す
る
二
つ
の
価
値
を
同
時
に
含
む
話
と
と
ら
え
ら
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
対
立
的
な
価
値
を
担
っ
た
契
機
が
「
さ
れ
ば
」
と
い

う
接
続
詞
を
は
さ
ん
で
向
き
合
い
、
互
い
の
価
値
認
識
を
相
対
化
す
る
仕

組
み
を
も
つ
説
話
、
す
な
わ
ち
二
元
的
・
対
立
的
な
契
機
を
内
包
す
る
説

話
な
の
で
あ
る
。

森
正
人
氏
も
冒
頭
話
の
出
来
事
と
話
末
評
語
の
間
に
二
つ
の
異
な
る
価
値
観

の
並
存
を
指
摘
さ
れ
る
。

道
祖
神
は
、
道
命
の
女
犯
不
浄
と
い
う
不
徳
義
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て

法
華
経
の
徳
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
命

の
行
為
は
正
負
の
い
ず
れ
か
に
截
然
と
は
分
け
ら
れ
ず
、
ま
た
単
に
正
負

が
打
ち
消
し
あ
う
も
の
で
も
な
く
、
互
い
に
支
え
あ
う
関
係
に
も
あ
る
。



こ
う
し
た
相
反
す
る
価
値
の
併
存
が
、
物
語
の
構
成
と
し
て
ぬ
き
さ
し
な

ら
ぬ
か
た
ち
で
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

氏
家
氏
や
森
氏
は
、
共
に
、
出
来
事
は
道
命
が
不
浄
の
読
経
を
し
な
が
ら
も

「
五
条
の
斎
」
に
聴
聞
の
機
会
を
与
え
た
物
語
で
あ
る
が
、「
さ
れ
ば
」
を
挾
ん

で
編
者
は
不
浄
の
勤
行
を
戒
め
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
を
さ
れ
る
。

ま
た
、
佐
藤
晃
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
道
命
と
和
泉
式
部
の
交
会
と
い
う
不
浄
な
行
為
が
、
読
経

と
い
う
本
来
浄
な
る
行
為
を
侵
食
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
不
浄
な
る
性

神
道
祖
神
の
聴
聞
と
い
う
事
態
を
呼
び
起
こ
し
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
話
で
は
、
性
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
、
浄
と
不
浄
と
い
う
本
来
区
別

さ
れ
て
あ
る
べ
き
も
の
が
、
一
箇
所
に
混
在
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
浄
と
し
て
の
聖
な
る
も
の
が
、
不
浄
な
る
も
の
を
包
摂

す
る
、
浄
と
不
浄
と
の
対
話
の
時
間
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
祝
祭
的
時
空
と

同
じ
構
造
を
も
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

果
た
し
て
、
佐
藤
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
冒
頭
話
を
、「
道
命
と
和
泉
式
部

の
交
会
と
い
う
不
浄
な
行
為
が
、
読
経
と
い
う
本
来
浄
な
る
行
為
を
侵
食
し
」

た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

冒
頭
話
の
話
末
評
語
に
は
「
恵
心
の
御
房
」、
す
な
わ
ち
源
信
が
引
か
れ
る
。

そ
の
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
善
導
禅
師
の
文
言
が
載
る
。

心
々
相
続
し
て
、
余
の
業
を
以
て
間
じ
へ
ず
、
ま
た
貪
瞋
等
を
以
て
間

へ
ず
、
随
犯
随
懺
し
て
念
を
隔
て
時
を
隔
て
日
を
隔
て
し
め
ず
、
常
に
清

浄
な
ら
し
め
よ
。

戒
律
を
破
っ
た
と
き
や
、
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、「
清
浄
」
な
状
態
に
な
る

た
め
に
「
時
を
隔
て
日
を
隔
て
し
め
ず
」
に
懺
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
『
往
生
要
集
』
に
一
貫
し
て
説
か
れ
、

『
恵
心
僧
都
四
十
一
箇
条
起
請
』
に
も
次
の
よ
う
に
罪
業
は
懺
悔
に
よ
っ
て
滅

せ
ら
れ
う
る
こ
と
が
謳
わ
れ
る
。

不
慮
外
雖
レ

造
レ

罪
、
随
レ

作
即
可
二

懺
悔
一

『
恵
心
僧
都
四
十
一
箇
条
起
請
』
に
は
、「
行
住
坐
臥
、
可
レ

成
二

滅
罪
之

思
一

」
と
、「
行
住
坐
臥
」、
す
な
わ
ち
、「
四
威
儀
」
の
間
は
、
専
ら
「
滅
罪

之
思
」
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
も
説
か
れ
る
。

諸
注
釈
は
、
冒
頭
話
の
話
末
評
語
に
あ
る
「
念
仏
、
読
経
、
四
威
儀
を
や
ぶ

る
事
な
か
れ
」
を
『
恵
心
僧
都
四
十
一
箇
条
起
請
』
の
「
念
誦
読
経
之
間
。

不
レ

可
レ

闕
二

威
儀
一

」
に
拠
る
と
す
る
。
し
か
し
、『
宇
治
拾
遺
』
の
守
る
べ
き

「
い
ま
し
め
」
と
は
、「
四
威
儀
」
に
つ
い
て
で
あ
る
か
ら
、『
恵
心
僧
都
四
十

一
箇
条
起
請
』
の
「
行
住
坐
臥
、
可
レ

成
二

滅
罪
之
思
一

」
の
一
条
も
冒
頭
話
の

表
現
の
前
提
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
守
る
べ
き
「
い
ま
し
め
」
を
犯
し
た
時
に

も
守
る
べ
き
「
い
ま
し
め
」
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
不
慮
外
雖
レ

造
レ

罪
、
随
レ

作

即
可
二

懺
悔
一

」
で
あ
り
、「
行
住
坐
臥
、
可
レ

成
二

滅
罪
之
思
一

」
で
あ
る
。
道

命
の
読
経
は
、
女
犯
の
罪
を
懺
悔
す
る
た
め
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

三
二



る
。ま

た
、『
雑
談
集
』
に
も
『
宇
治
拾
遺
』
冒
頭
話
の
「
同
話
」
が
載
り
、
次

の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。

私
ニ
案
ズ
ル
ニ
、
仏
法
ハ
行
往
坐
臥
不
レ

可
レ

忘
。
行
業
心
相
続
ス
ル

本
意
ナ
ル
ベ
シ
。
随
自
意
三
昧
ノ
如
シ
。
イ
カ

不
浄
ヲ
論
ゼ
ン
。
三
業

ノ
所
作
、
六
度
ノ
行
儀
ス
コ
シ
キ
異
ナ
レ
ド
モ
、
イ
ヅ
レ
モ
仏
行
也
。
座

禅
・
観
法
、
意
地
ニ
行
ズ
ル
事
、
不
浄
ヲ
不
レ

可
レ

怖
。
然
ラ
バ
念
誦
・

礼
拝
等
ノ
身
口
ノ
所
作
、
ア
ナ
ガ
チ
ニ
隔
テ
思
ベ
カ
ラ
ズ
。
意
ハ
主
也
。

主
ス
デ
ニ
行
ズ
。
伴
ノ
身
口
不
レ

行
哉
。
但
シ
如
法
ハ
殊
勝
也
。
不
如
法

ハ
劣
弱
ナ
ラ
ム
事
ハ
不
レ

及
レ

取
歟
。
譬
バ
食
物
ノ
精
美
ナ
ラ
ム
ハ
如
法

ノ
行
ノ
如
シ
。
雑
物
ノ
有
テ
キ
タ
ナ
ク
、
気
味
不
レ

美
ハ
不
如
法
ノ
如
シ
。

飢
渇
ノ
時
ハ
雖
レ

不
レ

美
下
品
ノ
食
物
モ
大
切
也
。
一
向
不
レ

食
ヨ
リ
ハ
身

命
ヲ
助
ク
ベ
シ
。
不
浄
ナ
レ
バ
ト
テ
、
不
レ

行
、
悪
キ
食
ヲ
嫌
テ
不
レ

食

シ
テ
餓
死
セ
ム
ガ
如
シ
。

『
雑
談
集
』
の
編
者
の
関
心
は
不
浄
の
際
の
読
経
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
不

浄
を
「
悪
キ
食
」
に
例
え
、「
雖
レ

不
レ

美
下
品
ノ
食
物
モ
大
切
」
な
の
で
あ
り
、

「
飢
渇
ノ
時
」
に
ど
う
し
て
「
浄
不
浄
ヲ
論
」
じ
よ
う
か
、「
意
ハ
主
」
で
あ
る
、

と
仏
法
に
帰
依
す
る
心
の
重
要
性
を
唱
え
て
い
る
。

こ
こ
で
、
冒
頭
話
に
お
い
て
、
道
命
が
和
泉
式
部
と
枕
を
共
に
し
た
後
、

「
心
を
す
ま
し
て
」
経
を
読
ん
だ
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
心
を
す
ま
し
て
」
は
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

三
三

「
心
を
お
こ
し
て
」
や
「
心
を
至
し
て
」
な
ど
の
「
仏
教
説
話
に
於
け
る
根
本

理
念
」
で
あ
り
、
功
徳
を
生
む
き
っ
か
け
と
も
な
る
鍵
語
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

「
心
を
す
ま
し
て
」
と
い
う
語
は
、
例
え
ば
、『
今
昔
』
巻
一
二

三
四
「
書
写

山
性
空
聖
人
語
」
の
性
空
や
、『
宝
物
集
』
巻
一
の
藤
原
義
孝
の
故
事
な
ど
の

よ
う
に
往
生
を
遂
げ
た
者
や
功
徳
を
得
る
こ
と
で
き
た
者
が
法
華
経
を
熱
心
に

誦
し
た
こ
と
に
対
す
る
形
容
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
宇
治
拾
遺
』
の
冒
頭
話
に
も
当
て
は
ま
る
。
道
命
は
和

泉
式
部
と
交
会
し
た
後
、「
心
を
す
ま
し
て
」
経
を
読
ん
だ
。
そ
し
て
「
五
条

の
斎
」
に
読
経
を
聴
聞
さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
。
こ
の
場
合
、「
道
命
と
和
泉

式
部
の
交
会
と
い
う
不
浄
な
行
為
が
、
読
経
と
い
う
本
来
浄
な
る
行
為
を
侵
食

し
」
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
道
命
の
読
経
は
「
心
を
す
ま
し
て
」
な
さ
れ

た
「
清
」
い
行
為
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
宇
治
拾
遺
』

は
世
俗
説
話
集
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
仏
教
的
な
色
合
い
が
希
薄
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
仏
教
だ
け
の
教
義
の
み
な
ら
ず
、
人
間
一
般
に
当

て
は
ま
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。

視
点
を
「
五
条
の
斎
」
に
移
し
た
い
。「
五
条
の
斎
」
は
、
そ
の
口
ぶ
り
や

描
か
れ
方
か
ら
貶
め
ら
れ
た
格
好
で
冒
頭
話
に
登
場
し
て
い
る
。
藤
本
徳
明
氏

は
、
冒
頭
話
に
登
場
す
る
も
の
の
序
列
を
、「
仏
｜
法
（
法
華
経
）
｜
僧
（
道

命
）
｜
高
級
神
（
帝
釈
・
梵
天
）
｜
下
級
神
（
五
条
道
祖
神
）」
と
い
う
構
図

に
当
て
は
ま
る
こ
と
を
示
し
、
山
折
哲
雄
氏
の
い
う
「『
翁
』
の
零
落
形
態
」



の
典
型
的
な
現
れ
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
二
〇
話
「
豊
前

王
事
」
に
優
れ
た
予
言
者
が
登
場
し
、
そ
の
予
知
し
た
内
容
が
吉
な
ら
ば
そ
の

人
は
「
手
を
す
り
て
喜
」
び
、
良
く
な
い
こ
と
を
言
わ
れ
た
人
は
「
何
事
い
ひ

お
る
、
古
大
君
ぞ
。
さ
え
の
神
ま
つ
り
て
狂
ふ
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
、「
さ
え

の
神
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
予
言
者
を
罵
っ
て
い
る
。

で
は
、『
宇
治
拾
遺
』
の
編
者
は
「
五
条
の
斎
」
の
よ
う
な
神
を
ど
の
よ
う

に
見
て
い
た
か
。『
宇
治
拾
遺
』
第
一
一
〇
話
「
ツ
ネ
マ
サ
ガ
郎
等
仏
供
養

事
」
で
は
、
農
村
で
、
仏
師
さ
え
何
を
作
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
「
斎
の
神

の
冠
も
な
き
や
う
な
る
物
」
を
信
仰
し
て
い
た
。
し
か
し
、
編
者
は
、
一
体
自

分
た
ち
が
何
者
を
祀
っ
て
あ
る
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
「
あ
や
し
の
も
の
ど
も
」

の
信
仰
で
あ
っ
て
も
「
お
か
し
か
り
し
中
に
も
、
同
じ
功
徳
に
も
あ
れ
ば
」、

そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
そ
の
信
仰
の
対
象
に
は
こ
だ
わ
り
を

見
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
九
一
話
「
極
楽
寺
僧
、
施
二
仁

王
経
験
一
事
」
の
話
末
評
語
に
、「
人
の
祈
は
僧
の
浄
不
浄
に
よ
ら
ぬ
事
也
。

只
、
心
に
入
た
る
が
験
あ
る
も
の
也
」
と
、
信
仰
す
る
側
の
様
態
も
問
う
て
い

な
い
。
ど
ち
ら
も
、
信
仰
す
る
心
の
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

冒
頭
話
は
、
法
華
経
の
力
、
道
命
が
「
能
読
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、「
心

を
す
ま
し
て
」
の
読
経
と
い
う
点
に
お
い
て
、
不
浄
の
読
経
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

下
品
の
神
に
聴
聞
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
い
え
る
。「
心
を

す
ま
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、『
古
事
談
』
の
「
同
話
」
に
は
見
ら
れ
な
い

『
宇
治
拾
遺
』
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
宇
治
拾
遺
』
は
法
華
経
を

読
誦
し
た
際
の
道
命
の
心
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
廣
田
收
氏

の
『
宇
治
拾
遺
』
が
「
内
面
的
な
、
規
範
的
原
理
の
追
求
を
中
心
に
据
え
た
」

作
品
で
あ
る
と
い
う
見
か
た
と
軌
を
一
に
す
る
だ
ろ
う
。
一
方
、『
今
昔
』
研

究
に
お
い
て
は
、「
作
法
に
の
っ
と
っ
た
身
の
清
め
よ
り
も
、『
誠
ノ
心
』
に
重

点
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
思
想
が
間
接
的
に
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
『
宇
治
拾
遺
』
に
も
継
承
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
す
る
と
、「
さ
れ
ば
」
以
下
を
一
概
に
「
負
」
の
要

素
と
し
て
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
冒
頭
話
の
話
末
評
語
に
引
か
れ
る
「
恵
心
の
御
坊
」
の
「
い
ま
し

め
」
を
『
恵
心
僧
都
四
十
一
箇
条
起
請
』
の
一
、「
行
住
坐
臥
、
可
レ

成
二

滅
罪

之
思
一

」
に
拠
る
も
の
と
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、
道
命
の
読
経
が
自
ら
の
滅

罪
の
た
め
の
行
為
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
罪
を
懺
悔
す
る
と
き
は
、「
方

法
」
よ
り
も
心
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
る
。
道
命
の
「
心
を
す
ま
し
て
」
の
読

経
は
「
恵
心
の
御
坊
」
の
「
い
ま
し
め
」
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
る
。「
五
条

の
斎
」
が
「
能
読
」
者
で
あ
る
道
命
阿
闍
梨
の
読
経
を
聴
聞
で
き
た
話
と
、
話

末
評
語
の
「
い
ま
し
め
」
と
は
何
ら
「
齟
齬
」
は
生
じ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

三
四



冒
頭
話
と
第
二
話
の
関
係
や
、
冒
頭
話
の
「
五
条
の
斎
」
に
つ
い
て
は
別
に

論
じ
た
い
。

注

益
田
勝
実
「
中
世
諷
刺
家
の
お
も
か
げ
｜
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
作
者
｜
」（『
文

学
』
一
九
六
六
年
一
二
月
号
）
な
ど
。

小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物

語
』
小
学
館
、
一
九
九
六
年
。

小
峯
和
明
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
伝
承
と
文
体
（
二
）
｜
古
事
談
と
の
交
渉
へ
の
疑

問
｜
」『
文
芸
と
批
評
』
四

四
、
一
九
七
五
年
八
月
。

氏
家
千
恵
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
多
元
的
契
機
の
展
開
｜
第
一
話
「
道

命
阿
闍
梨
於
二
和
泉
式
部
之
許
一
読
経
五
条
道
祖
神
聴
聞
事
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
」『
日

本
文
芸
論
叢
』
七
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
。

森

正
人
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
本
文
と
読
書
行
為
」『
日
本
の
文
学
』
五
、
一
九

八
九
年
五
月
。

福
田

晃
「
旧
五
条
の
道
祖
神
」『
京
都
新
聞
』
一
九
九
〇
年
一
月
二
五
日
付
。

な
お
、『
新
猿
楽
記
』
に
、
夫
が
自
分
に
気
を
か
け
て
く
れ
な
い
こ
と
に
憤
怒
し
た

「
本
妻
」
が
、「
男
に
あ
う
た
め
の
祭
」
と
言
わ
れ
る
「
野
干
坂
の
伊
賀
専
が
男
祭
」

や
、「
男
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
祈
る
修
法
」
で
あ
る
「
稲
荷
山
の
阿
小
町
が
愛
の

法
」
と
共
に
、「
五
条
の
道
祖
」
に
願
を
か
け
る
記
事
が
載
る
（
重
松
明
久
注
『
新

猿
楽
記
』
現
代
思
想
社
、
一
九
八
二
年
、
一
五
頁
）。

藤
本
徳
明
「
方
法
と
し
て
の
笑
劇
｜
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
頭
説
話
な
ど
に
み
る

｜
」『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物
語
』
月
報
二
七
、
一
九
九
六
年
六

月
。三

木
紀
人
・
浅
見
和
彦
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
』（
岩

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

三
五

波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
の
「
類
話
一
覧
」
な
ど
。

小
林
保
治
校
注
『
古
事
談

上
』
現
代
思
想
社
、
一
九
八
一
年
、
二
四
九

二
五

〇
頁
。

益
田
勝
実
「
説
話
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
物
語
」『
国
語

と
国
文
学
』
一
九
五
九
年
四
月
。

井
上
光
貞
・
大
曾
根
章
介
校
注
『
日
本
思
想
大
系

大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
岩

波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
六
四

一
六
六
頁
。

吉
田
幸
一
・
小
泉
弘
校
『
宝
物
集

九
冊
本
』
古
典
文
庫
、
一
九
六
九
年
、
四
二

三
頁
。

黒
板
勝
美
編
『
国
史
大
系

尊
卑
分
脉

第
一
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、

三
三
七
頁
。
な
お
、「
能
読
」
に
つ
い
て
は
、
清
水

澄
氏
や
柴
佳
世
乃
氏
の
一
連

の
論
考
に
詳
し
い
。

山
本

節
「
道
命
と
和
泉
式
部
の
説
話
｜
両
者
の
交
会
と
下
品
の
神
の
出
現
を
め

ぐ
っ
て
｜
」『
国
語
と
国
文
学
』
六
七
二
、
一
九
八
〇
年
三
月
。

『
赤
染
衛
門
集
』
五
八
一
番
歌
（
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大

観

第
三
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
、
三
二
六
頁
）。

井
上
光
貞
・
大
曾
根
章
介
校
注
『
日
本
思
想
大
系

大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
岩

波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
六
四

一
六
六
頁
。

『
和
泉
式
部
集
』
七
五
八
番
歌
（
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大

観

第
三
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
、
二
六
一
頁
）。

新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観

第
三
巻
』
角
川
書
店
、
一
九

八
五
年
、
二
五
一
頁
。

新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観

第
三
巻
』
角
川
書
店
、
一
九

八
五
年
、
二
七
一
頁
。

三
保
サ
ト
子
「
道
命
阿
闍
梨
伝
考
｜
晩
年
の
軌
跡
｜
」（
稲
賀
敬
二
編
著
『
論
考

平
安
王
朝
の
文
学

一
条
朝
の
前
と
後
』
新
典
社
、
一
九
九
八
年
所
収
）
な
ど
。



表
徴
と
は
、
そ
れ
自
体
を
表
す
徴
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
他
者
と
区
別
す
る
徴
で

も
あ
る
。「
道
命
」
や
「
和
泉
式
部
」
と
い
う
固
有
名
詞
も
そ
れ
ぞ
れ
を
表
す
徴
で

あ
る
の
と
同
時
に
、
他
の
固
有
名
詞
、
あ
る
い
は
固
有
名
詞
が
持
つ
像
か
ら
区
別
さ

れ
、
選
択
さ
れ
る
。

藤
原
忠
美
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

和
泉
式
部
日
記
』
小
学
館
、

一
九
九
四
年
、
二
七
頁
。

『
和
泉
式
部
集
』
二
二
四
番
歌
（
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大

観

第
三
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
、
二
五
二
頁
）。

塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従

第
五
輯
』
続
群
書
類
従
編
成
会
、
一
九
三
〇
年
所
収
。

三
八
三

三
八
四
頁
、
三
八
六
頁
。

川
口
久
雄
・
志
田
延
義
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

梁
塵
秘
抄
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
、
三
四
三
頁
。

石
田
瑞
麿
『
女
犯
｜
聖
の
性
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
六
四
頁
。

前
掲
論
文

に
同
じ
。

前
掲
論
文

に
同
じ
。

佐
藤

晃
「
読
み
を
示
唆
す
る
も
の
｜
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
序
文
・
冒
頭
話
、

お
よ
び
目
録
｜
」『
弘
前
大
学

国
語
国
文
学
』
一
二
、
一
九
九
〇
年
三
月
。

石
田
瑞
麿
訳
注
『
往
生
要
集

上
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
二
五
六
頁
。

故
実
叢
書
編
集
部
編
『
改
訂
増
補

故
実
叢
書

拾
芥
抄
』
明
治
図
書
出
版
、
一

九
九
三
年
、
四
六
七
頁
。
な
お
、『
恵
心
僧
都
四
十
一
箇
条
起
請
』
は
、『
拾
芥
抄
』

の
ほ
か
、『
十
訓
抄
』（
流
布
本
）
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
、
当
時
も
広
く
流
布
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
（
渡
邊
綱
也
・
西
尾
光
一
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾

遺
物
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
四
三
八
頁
）。

故
実
叢
書
編
集
部
編
『
改
訂
増
補

故
実
叢
書

拾
芥
抄
』
明
治
図
書
出
版
、
一

九
九
三
年
、
四
六
八
頁
。

山
田
昭
全
・
三
木
紀
人
編
校
『
雑
談
集
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
三
年
、
二
三
二

二
三
四
頁
。

片
寄
正
義
「
仏
教
説
話
に
於
け
る
根
本
理
念
｜
至
心
｜
」『
今
昔
物
語
集
論
』
芸

林
社
、
一
九
七
四
年
。
ま
た
、
片
寄
氏
「
今
昔
物
語
集
の
指
導
精
神
｜
今
昔
物
語
集

を
貫
く
心
｜
」（『
今
昔
物
語
集
の
研
究

上
』
芸
林
社
、
一
九
七
四
年
）
に
も
詳
し

い
。「
心
を
す
ま
し
て
」、「
心
を
お
こ
し
て
」、「
心
を
至
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、

「
至
心
」、「
実
（
誠
・
真
）
の
心
」
と
い
う
語
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
。
片
寄
氏
は
、

こ
の
よ
う
な
心
の
あ
り
方
で
「
仏
に
帰
依
し
、
功
徳
を
積
む
こ
と
」
こ
そ
が
「
真
に

救
は
れ
る
べ
き
唯
一
の
道
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。「
実
の
心
」
に
つ
い
て
、『
宇
治

拾
遺
』
第
一
五
四
話
「
貧
俗
、
観
二

仏
性
一

富
事
」
で
「
貧
俗
」
が
「
智
恵
あ
る

僧
」
と
問
答
を
か
わ
す
。「
智
恵
あ
る
僧
」
は
、「
実
の
心
を
お
こ
す
」
と
い
う
こ
と

は
「
他
の
事
に
あ
ら
ず
、
仏
法
を
信
ず
る
」
こ
と
で
あ
る
と
諭
す
。

池
上
洵
一
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集

三
』
岩
波
書
店
、
一

九
九
三
年
、
一
七
一
頁
。

小
泉

弘
・
山
田
昭
全
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宝
物
集
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
、
六
頁
。

藤
本
徳
明
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
〈
翁

と
〈
童
子

｜
そ
の
〈
他

界

性
を
め
ぐ
っ
て
｜
」『
文
芸
と
思
想
』
四
九
、
一
九
八
五
年
一
月
。

山
折
哲
雄
『
神
か
ら
翁
へ
』
青
土
社
、
一
九
八
四
年
七
月
、
一
七
七

一
八
六
頁
。

廣
田

收
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
思
想
｜
末
尾
話
と
冒
頭
話
を
め
ぐ
っ
て
｜
」

『
同
志
社
国
文
学
』
五
三
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
。

中
根
千
絵
「『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
身
の
不
浄
と
心
の
不
浄
」『
説
話
文
学
研

究
』
三
二
、
一
九
九
七
年
六
月
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
の
解
釈

三
六


