
孤
立
話
か
ら
見
る
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
特
質

︱
仏
教
の
世
俗
化
と
本
覚
思
想

︱

廣

田

收

は
じ
め
に

概
観
す
る
に
︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
に
は
︑
(一
)
古
代
イ
ン
ド
の
ジ
ャ
ー
タ

カ
か
ら
発
し
て
中
国
の
仏
典
な
ど
に
多
数
の
出
典
を
有
す
る
説
話
群
が
あ
る

︵
五
色
鹿
︑
留
志
長
者
︑
僧
伽
多
な
ど
︶︒
こ
れ
ら
は
仏
教
の
伝
播
・
受
容
と
日

本
化
と
い
う
課
題
が
予
想
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
(二
)外
国
の
文
献
と
し
て
の
出
典

は
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
と﹅

だ﹅

け﹅

同
一
説
話
を
共
有
す
る

説
話
群
が
あ
る
︵
袴
垂
︑
鼻
高
き
僧
︑
元
輔
落
馬
な
ど
︶︒
こ
れ
ら
は
お
そ
ら

く
共
通
の
祖
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
﹃
宇
治
大
納
言
物
語
﹄
と
の

関
係
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
が
日
本
に
お
い
て
生
成
さ
れ
た
説
話

で
あ
る
可
能
性
は
高
い
が
︑
仏
教
説
話
と
世
俗
説
話
と
の
相
違
が
課
題
と
し
て

予
想
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
(三
)直
接
的
な
出
典
の
明
ら
か
で
な﹅

い﹅

説
話
が
多
数

存
在
す
る
︒
そ
の
中
に
は
︑
成
立
過
程
や
伝
播
論
な
ど
の
問
題
を
留
保
し
て
言

え
ば
︑
昔
話
と
同﹅

じ﹅

話﹅

型﹅

を
共
有
す
る
話
群
が
あ
る
︵
瘤
取
翁
︑
腰
折
雀
︑
博

徒
婿
入
な
ど
︶
︒
こ
れ
ら
は
ジ
ャ
ン
ル
は
異
な
る
に
し
て
も
︑
話
型
を
媒
介
に

比
較
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
所
収
の
説
話
は
︑

出
典
や
同
一
説
話
︑
類
似
説
話
を
比
較
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
宇
治

拾
遺
物
語
﹄
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る①
︒

と
こ
ろ
が
︑
さ
ら
に
(
四
)同
一
説
話
の
存
在
も
類
似
説
話
の
存
在
す
ら
も
知

ら
れ
て
い﹅

な﹅

い﹅

︑
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
だ﹅

け﹅

に
伝
わ
る
説
話
が
あ
る②
︒
た
だ
︑

こ
れ
ら
は
言
葉
の
正
し
い
意
味
で
﹁
孤
立
﹂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に

く
い
︒
こ
こ
で
は
他
に
類
話
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
っ

て
﹁
孤
立
﹂
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
︑
こ
れ
を
鍵
括
弧
付
き
の
意
味
で
﹁
孤

立
話
﹂
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

な
ぜ
孤
立
話
に
注
目
す
る
か
と
い
え
ば
︑
こ
の
よ
う
な
孤
立
話
は
︑﹃
宇
治

拾
遺
物
語
﹄
だ
け
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
︑
ま
さ
に
﹃
宇
治
拾
遺

孤
立
話
か
ら
見
る
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
特
質

六
七



物
語
﹄
の
独
自
性
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
︑
孤
立
話
の
う
ち
に
﹃
宇
治
拾
遺

物
語
﹄
の
特
質
は
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
︑
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
︑
第
一
五
四
話
﹁
貧
俗

観
仏
性
富
事
﹂
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

一

問
題
点
の
所
在

第
一
五
四
話
の
本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

今
は
昔
︑
唐
の
辺
州
に
一
人
の
男
あ
り
︒
家
貧
し
く
し
て
宝
な
し
︒
妻

子
に
養
ふ
に
力
な
し
︒
も
と
む
れ
ど
も
得
る
事
な
し
︒
か
く
て
年
月
を
経
︒

思
ひ
わ
び
て
︑
あ
る
僧
に
あ
ひ
て
︑
宝
を
得
べ
き
事
を
問
ふ
︒
智
恵
あ

る
僧
に
て
︑
こ
た
ふ
る
や
う
︑﹁
汝
︑
宝
を
得
ん
と
思
は
ば
︑
た
ゞ
①
実

の
心
を
お
こ
す
べ
し
︒
さ
ら
ば
宝
も
豊
に
︑
後
世
は
良
き
所
に
生
ま
れ
な

ん
﹂
と
い
ふ
︒

こ
の
人
︑﹁
②
実
の
心
と
は
い
か
ゞ
﹂
と
問
へ
ば
︑
僧
の
云
︑﹁
③
実
の

心
を
お
こ
す
と
い
ふ
は
︑
他
の
事
に
あ
ら
ず
︒
仏
法
を
信
ず
る
也
﹂
と
い

ふ
に
︑
又
問
ひ
て
云
︑﹁
そ
れ
は
い
か
に
︑
た
し
か
に
う
け
給
り
て
︑
④

心
を
得
て
︑
た
の
み
思
て
︑
二
な
く
信
を
な
し
︑
た
の
み
申
さ
ん
︒
う
け

た
ま
は
る
べ
し
﹂
と
い
へ
ば
︑
僧
の
い
は
く
︑﹁
⑤
我
心
は
こ
れ
仏
也
︒

⑥
我
心
を
は
な
れ
て
は
仏
な
し
と
︒
し
か
れ
ば
︑
⑦
我
心
の
ゆ
ゑ
に
︑
仏

は
い
ま
す
な
り
﹂
と
い
へ
ば
︑
手
を
す
り
て
︑
泣
く
〳
〵
拝
み
て
︑
そ
れ

よ
り
此
事
を
⑧
心
に
か
け
て
︑
夜
昼
思
け
れ
ば
︑
梵
︑
尺
︑
諸
天
来
り
て

ま
も
り
給
け
れ
ば
︑
は
か
ら
ざ
る
に
宝
出
き
て
︑
家
の
内
豊
に
な
り
ぬ
︒

命
終
る
に
︑
い
よ
〳
〵
⑨
心
︑
仏
を
念
じ
入
て
︑
浄
土
に
す
み
や
か
に
参

り
て
け
り
︒

こ
の
事
を
聞
き
見
る
人
︑
た
ふ
と
み
あ
は
れ
み
け
る
と
な
ん③
︒

本
説
話
の
概
要
を
︑
説
明
を
加
え
つ
つ
辿
っ
て
お
こ
う
︒

貧
し
い
男
が
﹁
思
ひ
わ
び
て
﹂
僧
某
に
﹁
宝
を
得
べ
き
事
﹂
を
尋
ね
る
︒
男

の
願
い
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
︑
妻
子
を
養
い
︑
蓄
財
を
な
す
こ

と
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
﹁
智
恵
あ
る
僧
﹂
は
︑﹁
宝
﹂
の
意
味
を
ず﹅

ら﹅

す﹅

︒

そ
れ
こ
そ
説
法
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
曰
く
﹁
汝
︑
宝
を
得
ん
と
思
は
ば
︑

た
ゞ
①
実
の
心
を
お
こ
す
べ
し
︒
さ
ら
ば
宝
も
豊
に
︑
後
世
は
良
き
所
に
生
ま

れ
な
ん
﹂
と
︒
①
﹁
実
の
心
﹂
を
持
て
︑
そ
う
す
れ
ば
財
宝
も
豊
か
に
な
る
し
︑

来
世
も
極
楽
に
行
け
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
現
実
的
︑
実
利
的
に
儲
け
る
方

法
か
ら
考
え
る
な
︑
ま
ず
①
信
仰
を
持
て
︑
と
︒
信
仰
と
は
︑
浄
土
系
の
立
場

に
立
て
ば
︑
そ
も
そ
も
来
世
へ
の
願
い
︑
極
楽
浄
土
を
欣
求
す
る
こ
と
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
を
中
心
に
据
え
て
考
え
方
︑
生
き
方
を
根
本
か
ら
変
え
ろ

と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
男
が
︑
そ
れ
で
は
②
﹁
実
の
心
﹂
と
は
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
と
尋
ね
る
と
︑
僧
は
③
﹁
実
の
心
を
お
こ
す
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
仏

法
を
信
ず
る
﹂
こ
と
で
あ
る
と
い
う
︒
男
は
︑
わ
か
っ
た
︑
④
﹁
心
を
得
て
﹂

つ
ま
り
﹁
仏
を
頼
み
︑
一
心
に
信
仰
し
︵
仏
を
︶
頼
み
た
い
﹂
と
い
う
︒
す
る

孤
立
話
か
ら
見
る
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
特
質
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と
︑
僧
は
﹁
⑤
我
心
は
こ
れ
仏
也
︒
⑥
我
心
を
は
な
れ
て
は
仏
な
し
︒
し
か
れ

ば
︑
⑦
我
心
の
ゆ
ゑ
に
︑
仏
は
い
ま
す
な
り
﹂
と
言
い
放
つ
︒

そ
れ
以
降
︑
男
が
⑧
信
仰
心
を
昼
夜
を
問
わ
ず
持
ち
続
け
る
と
︑
梵
天
・
帝

釈
な
ど
諸
天
が
男
を
護
り
︑
思
い
が
け
な
く
財
宝
を
得
て
︑
家
内
は
裕
福
に
な

っ
た
と
い
う
︒
そ
れ
で
男
は
ま
す
ま
す
⑨
信
仰
心
を
深
め
︑
仏
を
念
じ
て
死
し

て
極
楽
に
赴
い
た
と
い
う
︒
こ
の
事
を
聞
き
見
る
人
は
︑
尊
く
思
い
感
激
し
た

と
伝
え
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
説
話
が
興
味
深
い
の
は
︑﹁
仏
教
的
﹂
な
装
い
を
も
ち
な
が
ら
︑
ま
さ

に
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
独﹅

自﹅

の
世
俗
説
話
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
︒
例
え
ば
︑
新

大
系
は
︑
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
︒

本
話
は
仏
教
説
話
と
同
じ
骨
格
を
持
ち
な
が
ら
も
︑﹁
宝
出
き
て
︑
家

の
内
豊
に
﹂
と
あ
る
通
り
︑
世
俗
生
活
で
の
富
裕
︑
幸
福
も
否
定
し
て
い

な
い
︒
仏
教
説
話
の
あ
る
種
の
堅
苦
し
さ
か
ら
の
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

一
五
二
話
か
ら
本
話
ま
で
中
国
説
話
が
連
続
す
る
が
︑
孔
子
と
問
答
し
た

童
の
質
問
に
は
単
純
さ
︑
素
朴
さ
が
あ
っ
た
し
︑
鄭
大
尉
の
孝
心
に
は
素

直
な
純
朴
さ
が
あ
っ
た
︒
本
話
に
は
至
醇
な
信
仰
が
う
か
が
え
︑
三
人
の

人
物
の
あ
り
よ
う
は
通
底
し
て
い
る
と
い
え
よ
う④
︒

新
大
系
は
﹁
仏
教
説
話
の
あ﹅

る﹅

種﹅

の﹅

堅
苦
し
さ
か
ら
の﹅

が﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

﹂
と
い

う
︒
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
本
説
話
の
主
張

す
る
と
こ
ろ
は
﹁
至
醇
な
信
仰
﹂
と
い
う
だ
け
で
よ
い
だ
ろ
う
か
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
が
本
説
話
を
平
安
京
の
も
の
と
し
て
描
く
の
で
あ
れ
ば
︑

厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
と
い
う
浄
土
系
の
思
想
か
ら
す
る
と
︑
現
世
を
否
定
し

来
世
に
救
い
を
求
め
る
こ
と
は
︑
本
説
話
の
内
容
は
な
じ
ま
な
い
も
の
と
な
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
本
説
話
に
あ
っ
て
は
︑
現
世
の
幸
福
と
︑
次
元
の
異
な
る
来
世
の

救
済
と
は
同
一
線
上
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

二

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
成
立
時
期
と
宗
教
思
想

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
︑
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
成
立
時
期
と
︑
成
立
基

盤
で
あ
る
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
︑
一
般
に
鎌
倉
初
期
と
さ
れ

る
︒
例
え
ば
︑
中
島
悦
次
氏
は
︑
一
二
一
〇
～
一
二
一
五
年
頃
と
す
る
︒
新
大

系
は
︑﹃
古
事
談
﹄
を
出
典
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
成
立
の
上
限
を
︑
建
暦
二

︵
一
二
一
二
︶
年
か
ら
建
保
三
︵
一
二
一
五
︶
年
頃
と
推
定
し
て
い
る⑤
︒

そ
れ
で
は
︑
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
は
鎌
倉
新
仏
教
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
の

か
︒
あ
る
い
は
︑
鎌
倉
新
仏
教
の
勃
興
を
背
景
︵
基
盤
︶
と
し
て
﹃
宇
治
拾
遺

物
語
﹄
は
成
立
し
て
い
る
の
か
︒
簡
単
に
一
覧
し
て
み
よ
う
︒

(
生
没
年
)

(出
来
事
)

法
然

一
一
三
三
～
一
二
一
二
年
︒

一
一
七
五
年
︑
浄
土
宗
を
開
く
︒

栄
西

一
一
四
一
～
一
二
一
五
年
︒

一
二
〇
一
年
︑
建
仁
寺
を
建
立
︒

新
鸞

一
一
七
三
～
一
二
六
二
年
︒

一
二
〇
一
年
︑
法
然
の
弟
子
と

孤
立
話
か
ら
見
る
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
特
質
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な
る
︒

道
元

一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
年
︒

一
二
四
三
年
︑
永
平
寺
を
建
立
︒

日
蓮

一
二
二
二
～
一
二
八
三
年
︒

一
二
五
三
年
︑
日
蓮
宗
を
開
く
︒

何
度
考
え
て
も
︑
私
に
は
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
が
特﹅

定﹅

の﹅

宗﹅

派﹅

の
影
響
を
直﹅

接﹅

受
け
た
と
す
る
確
証
が
持
て
な
い
︒
む
し
ろ
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
が
鎌
倉
新
仏

教
の
隆
盛
に
向
か
う
時
代
の
空﹅

気﹅

を
同
じ
く
呼
吸
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像

す
る
だ
け
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
こ
の
説
話
は
︑
民
間
信
仰
的
な
習
合
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
明
確
な
仏
教
的
立
場
を
と
っ
て
い﹅

な﹅

い﹅

と
い
う
こ
と
を
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
本
説
話
は
︑
富
や
財
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
︑
商
才
や
策

を
弄
す
る
こ
と
を
考
え
て
は
い
け
な
い
︒
む
し
ろ
﹁
実
の
心
｣
＝
仏
法
を
信
じ

よ
︑
信
仰
を
も
っ
て
生
き
ろ
︑
と
い
う
︒
此
界
の
こ
と
は
知
ら
ず
︑
現
世
に
お

い
て
生
き
て
行
く
た
め
に
は
信
仰
を
旨
と
せ
よ
と
い
う
︑
逆
転
の
発
想
の
必
要

を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒
も
う
少
し
言
え
ば
︑
世﹅

俗﹅

の
倫
理
を
説
い
て
い

る
と
み
え
る
︒
例
え
ば
︑
五
悪
は
︑
世
俗
者
の
守
る
べ
き
戒
律
で
あ
る
が
︑
考

え
て
み
れ
ば
︑
そ
ん
な
厳
し
い
戒
律
は
守
れ
る
は
ず
が
な
い
︑
と
い
う
の
が
当

時
の
常
識
と
い
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
︒

私
が
興
味
を
も
つ
の
は
︑﹁
我
心
は
こ
れ
仏
也
﹂
以
下
の
僧
の
言
葉
で
あ
る
︒

こ
の
表
現
に
つ
い
て
︑
従
来
の
注
釈
は
︑
例
え
ば
旧
大
系
は
︑

観
無
量
寿
経
に
﹁
諸
仏
如
来
是
法
界
身
︑
入
一
切
衆
生
心
想
中
︒
是
故

汝
等
心
想
仏
時
︒
是
心
即
是
三
十
二
相
随
形
好
︒
是
心
作
仏
是
心
是
仏
﹂

と
あ
り
︑
天
台
疏
に
は
﹁
是
心
作
仏
者
︒
仏
本
是
無
︒
心
浄
故
有
︒
亦
因

三
昧
心
終
成
作
仏
也
︒
是
心
是
仏
者
︒
向
開
仏
本
是
無
︒
心
浄
故
有
便
謂

条
然
有
量
︒
故
言
即
是
︒
心
外
無
仏
亦
無
因
也
﹂
と
あ
る⑥
︒

と
仏
典
を
挙
げ
る
︒
さ
ら
に
︑
新
大
系
は
旧
大
系
を
踏
ま
え
て
︑﹃
観
無
量
寿

経
﹄
に
﹃
華
厳
経
﹄
を
加
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
︒

観
無
量
寿
経
に
﹁
諸
仏
如
来
是
法
界
身
︑
︵
略
︶
是
心
作
仏
是
心
是
仏
﹂

と
あ
り
︑
僧
の
言
葉
は
こ
の
趣
旨
に
添
う
︒
ま
た
﹁
華
厳
経
曰
︑
三
界
唯

一
心
︑
心
外
無
別
法
︑
心
仏
及
衆
生
︑
是
三
無
差
別
﹂︵
観
心
略
要
集
︶

と
も
か
か
れ
︑
唯
識
教
学
で
は
根
本
的
な
思
想
と
な
っ
て
い
た⑦
︒

前
者
の
指
摘
す
る
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
の
一
節
は
︑
釈
尊
が
弟
子
の
阿
難
と
夫
人

韋
提
希
と
に
告
げ
て
次
の
よ
う
に
説
く
条
で
あ
る
︒

仏
告
㆓

阿
難
及
韋
提
希
㆒︒
見
㆓

此
事
㆒

已
︒
次
当
㆑

想
㆑

仏
︒
所
以
者
何
︒

諸
仏
如
来
是
法
界
身
︒
遍
入
㆓

一
切
衆
中
心
想
中
㆒︒
是
故
汝
等
心
想
㆑

仏
時
︒

是
心
即
是
三
十
二
相
八
十
形
好
︒
是
心
作
㆑

仏
是
心
是
仏
︒
諸
仏
正
遍
知

海
従
㆓

心
想
㆒

生
︒
是
故
応
㆔

当
一
心
繋
㆑

念
諦
観
㆓

彼
仏
多
陀
阿
伽
度
阿
羅

呵
三
貘
三
仏
陀
㆒︒︵
以
下
略⑧
︶

ま
た
︑
後
者
の
指
摘
す
る
﹃
観
心
略
要
集
﹄
は
︑
周
知
の
よ
う
に
源
信
の
著

作
で
あ
り
︑﹁
理
観
と
称
名
と
が
究
極
的
に
は
円
融
す
る
と
説
く
﹂
こ
と
が

﹁
本
書
の
要
旨
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
﹁
観
心
を
念
仏
の
究
極
で
あ
る
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と
し
︑
天
台
教
学
の
﹃
止
観
﹄
の
上
に
念
仏
を
位
置
づ
け
た
﹂
も
の
と
い
う⑨
︒

改
め
て
﹃
観
心
略
要
集
﹄
の
本
文
を
読
む
と
︑﹁
観
法
﹂
が
﹁
諸
仏
之
秘
要
︒

衆
教
之
肝
心
也
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
第
一
に
﹁
娑
婆
界
過
失
﹂
を
挙
げ
る
︒
さ

ら
に
第
二
に
﹁
念
仏
﹂
に
寄
せ
て
﹁
観
心
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
︒

こ
の
第
二
の
命
題
に
つ
い
て
の
注
釈
と
し
て
︑﹁
釈
尊
勧
曰
﹂﹁
弘
決
云
﹂﹁
釈

籤
云
﹂
と
諸
書
を
引
き
注
解
を
加
え
て
行
く
︒
す
な
わ
ち
︑

釈
籤
云
︒
如キ
㆘

於テ
㆓

夢
中
㆒

修
㆑

因
感
㆑

果
︒
夢
事
宛
然
即
仮
也
︒︵
略
︶
修

性
不
二
︒
万
法
唯
心
︒
以
㆑

之
可
㆑

悟
︒
諸
法
万
差
無
㆑

不
㆓

一
心
㆒︒
華
厳
経

曰
︒
三
界
唯
一
心
︒
心
外
無
㆓

別
法
㆒︒
心
仏
及
衆
生
︒
是
三
無
㆓

差
別
㆒

云

云
︒
義
例
云
︒
唯
於
㆓

万
境
㆒

観
於
㆓

一
心
㆒

︹
考
・
一
本
作
観
一
念
心
︺
万

境
雖
殊
妙
観
理
等
云
云
︒
止
観
云
︒
如
㆘

破
㆓

微
塵
㆒

出
㆗

大
千
経
巻
㆒︒
恒
沙

法
一
心
中
暁
云
云
︒
起
信
論
云
︒
三
界
ハ
虚
偽
ニ
シ
テ
唯
心
ノ
所
作
ナ
リ
︒

︵
以
下
略⑩
︶

と
続
い
て
行
く
︒

説
話
の
本
文
解
釈
に
あ
た
っ
て
︑
問
題
は
恣
意
的
な
読
み
の
暴
走
を
ど
の
よ

う
に
し
て
抑
制
す
る
か
で
あ
る
︒
と
同
時
に
︑
注
釈
の
孕
む
陥
穽
を
ど
う
警
戒

す
る
か
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
︑
説
話
の
表
現
を
仏
典
に

還﹅

元﹅

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
説
話
の
独
自
性
︑
個
体
性
が
等
閑
視
さ
れ
か
ね
な

い
と
い
う
こ
と
を
︑
私
は
懼
れ
る
︒
表
現
の
淵
源
を
辿
れ
ば
︑
い
ず
れ
典
拠
は

観
経
や
観
集
な
ど
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
説
話
の
表
現
は
︑
む
し
ろ
仏
説
よ

り
も
本
朝
に
お
け
る
世
俗
の
受
け
止
め
方
を
示
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

説
話
に
お
い
て
︑
僧
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑﹁
実
の
心
﹂
と
は
﹁
仏
法

を
信
ず
る
﹂
こ
と
と
同
義
で
あ
る
︒
そ
こ
で
男
は
﹁
仏
法
を
信
ず
る
﹂
心
を
起

こ
し
︑﹁
二
な
く
信
を
な
し
﹂
た
い
と
誓
う
︒
さ
ら
に
︑
僧
は
﹁
我
心
は
こ
れ

仏
也
﹂
で
あ
り
︑﹁
我
心
の
ゆ
ゑ
に
︑
仏
は
い
ま
す
な
り
﹂
と
言
う
︒

こ
こ
に
仏
教
教
化
に
お
け
る
単
純
化
︑
世
俗
化
が
あ
る
︒﹁
実
の
心
﹂
は
︑

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
い
う
﹁
至
誠
心
﹂
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
る
に
︑

本
説
話
で
は
﹁
仏
法
を
信
ず
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま

り
︑
簡
潔
に
説﹅

明﹅

す﹅

る﹅

と
い
う
意
味
で
世
俗
化
が
認
め
ら
れ
る
︒
し
か
も
︑
僧

は
自
分
が
︑
僭
越
な
が
ら
仏
で
あ
る
と
ま
で
い
う
と
み
え
る
︒

す
で
に
田
村
芳
朗
氏
は
︑
大
乗
仏
教
に
お
い
て
﹁
心
性
本
浄
が
強
調
さ
れ

た
﹂
こ
と
を
指
摘
し
︑
﹁
心
を
強
調
し
た
例
﹂
と
し
て
﹃
維
摩
経
﹄
の
﹁
随
㆓

其

心
浄
㆒

則
仏
土
浄
﹂︵
﹃
新
修
大
正
大
蔵
経
﹄
第
一
四
巻
五
三
八
頁
︑
下
段
︶
を

挙
げ
︑﹃
華
厳
経
﹄
に
お
け
る
﹁
唯
心
な
い
し
一
心
の
強
調
﹂
を
指
摘
さ
れ
て

い
る⑪
︒
田
村
氏
は
︑
﹃
観
心
略
要
集
﹄
︵
伝
源
信
︶
の
﹁
己
心
見
㆓

仏
身
㆒︒
己
心

見
㆓

浄
土
㆒

﹂︵﹃
日
本
仏
教
全
書
﹄
第
三
一
巻
︑
一
六
一
頁
︶
な
ど
を
挙
げ
﹁
凡

夫
の
己
心
・
一
心
に
仏
を
見
︑
浄
土
を
観
ず
る
と
い
う
こ
と
﹂
で
﹁
仏
と
凡
夫

の
空
間
的
へ
だ
た
り
を
埋
め
つ
く
し
た
も
の
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
︑﹁
一
念
に

た
ち
ま
ち
に
し
て
仏
が
つ
か
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
﹂
を
意
味
す
る
と
い
う⑫
︒
つ

ま
り
︑
上
記
の
よ
う
な
思
考
は
︑
注
釈
の
指
摘
す
る
唯
職
を
否
定
す
る
も
の
で
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は
な
い
が
︑
む
し
ろ
日
本
的
な
本
覚
思
想
の
も
の
と
見
る
ほ
う
が
適
切
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

田
村
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
︑
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
た
ち
の
活
躍
す
る
鎌
倉
新

仏
教
の
時
代
と
︑
天
台
本
覚
思
想
と
の
関
連
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

指
摘
は
︑
こ
と
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
成
立
す
る
鎌
倉
初
期
の
思
想
的
基
盤
と

し
て
も
留
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒

例
え
ば
親
鸞
に
即
し
て
田
村
氏
は
︑﹃
末
燈
鈔
﹄﹁
信
心
ま
こ
と
な
る
人
を
ば

仏
と
ひ
と
し
と
も
ま
ふ
す
﹂
に
仏
凡
一
如
を
︑﹃
教
行
信
証
﹄
信
巻
に
﹁
一
切

衆
生
悉
有
仏
性
﹂
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る⑬
︒
か
く
て
﹁
天
台
本

覚
思
想
は
生
死
・
無
常
の
実
存
的
現
実
の
み
な
ら
ず
︑
無
明
・
煩
悩
の
日
常
的

現
実
ま
で
を
も
肯
定
﹂
す
る
こ
と
に
至
っ
た
︒
そ
こ
に
は
﹁
仏
教
以
外
の
思

想
﹂
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁
日
本
思
想
﹂
が
あ
る
と
い
う⑭
︒

本
説
話
を
読
む
上
で
︑
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
︒
お
よ
そ

外
来
の
仏
教
が
日
本
に
浸
透
す
る
過
程
で
︑
思
想
的
基
盤
と
し
て
の
在
来
の
思

想
と
習
合
し
て
行
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
︒
私
は
︑
日
本
仏
教
︑
特
に
鎌
倉
仏
教
に
お
い
て
︑
各
宗
派
の
宗
祖
が
神
格

化
さ
れ
尊
格
と
並
び
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
︑
も
っ
と
古
い
日
本
的
な
思
考
が
働

い
て
い
る
と
見
る
︒
そ
れ
は
︑
神
を
祭
祀
す
る
祭
祀
者
が
︑
神
格
化
さ
れ
る
と

い
う
構
造
で
あ
り
︑
古
く
辿
れ
ば
﹁
み
こ
と
も
ち
﹂
の
思
想
で
あ
る
︒
す
べ
て

の
教
義
や
教
理
を
措
い
て
︑
こ
れ
ほ
ど
簡
潔
に
信
仰
を
述
べ
お
お
せ
た
と
こ
ろ

に
︑
日
本
的
で
中
世
的
な
日
本
仏
教
の
あ
り
か
た
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

極
論
す
れ
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教
で
は
︑
神
は
あ
く
ま
で
人
の
外
に
あ
り
︑
絶
対
的

な
他
者
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
僧
は
私
の
中﹅

に﹅

仏
性
が
あ
る
︑
私
の
心
を
離
れ

て
仏
は
な
い
︑
だ
か
ら
私
の
中
に
仏
が
在
る
︑
と
い
う
︒
こ
こ
に
い
う
⑤
⑥

⑦
﹁
心
﹂
と
は
感
性
で
あ
り
︑
認
識
の
謂
で
あ
る
︒

三

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
心
﹂
の
意
味

こ
こ
に
い
う
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
表
現
の
﹁
心
﹂
と
︑
仏
典
の
﹁
心
﹂
と

は
果
た
し
て
同
義
で
あ
ろ
う
か
︒
本
説
話
に
お
い
て
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る

﹁
心
﹂
と
い
う
語
は
︑
説
話
解
読
の
鍵
で
あ
る
︒
こ
の
理
解
を
検
証
す
る
た
め

に
︑
話
末
評
語
だ
け
に
限
定
せ
ず
︑
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
全
体
に
わ
た
っ
て

﹁
心
﹂
と
い
う
語
が
︵
複
合
語
で
は
な
く
︶
単
独
で
用
い
ら
れ
る
す
べ
て
の
用

例
を
検
索
し
て
み
た⑮
︒
す
る
と
︑
﹁
心
﹂
の
語
義
は
︑
お﹅

の﹅

ず﹅

と﹅

次
の
よ
う
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

︵


︶

慣
用
的
表
現

︵
�
︶

心
情
・
気
持
ち
・
気
分
の
意

︵
�
︶

分
別
・
判
断
・
考
え
の
意

︵

︶

心
の
持
ち
方
・
人
の
器
の
意

︵
�

︶

仏
教
的
な
認
識
・
宗
教
的
思
惟

︵
�
︶

意
義
・
意
味
の
意
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こ
の
中
で
︑
今
問
題
と
す
る
︑
信
仰
の
義
で
用
い
ら
れ
る
事
例
は
(�
)で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
︒

○
そ
れ
が
和
泉
式
部
が
り
行
き
て
臥
し
た
り
け
る
に
︑
め
ざ
め
て
︑
経
を

心
を
す
ま
し
て
読
み
け
る
ほ
ど
に
︑

︵
第
一
話
﹁
道
命
阿
闍
梨
於
和
泉
式
部
許
読
経
五
条
道
祖
神
聴
聞
事
)

○
い
さ
さ
か
帰
依
の
心
を
い
た
し
て
︑︵

第
四
四
話
﹁
多
田
新
発
意
郎
事
﹂)

○
い
さ
さ
か
わ
れ
に
帰
依
の
心
の
お
こ
り
し
功
に
よ
り
て
︑

︵
第
四
四
話
﹁
同
﹂)

○
道
心
の
お
こ
り
け
れ
ば
︑
よ
く
心
を
か
た
め
ん
と
て
︑

︵
第
五
九
話
﹁
三
川
入
道
︑
遁
世
事
﹂)

○
心
を
西
方
に
か
け
ん
に
は
︑
な
ん
ぞ
心
ざ
し
を
と
げ
ざ
ら
ん
︒

(第
七
三
話
﹁
範
久
阿
闍
梨
西
方
を
後
に
せ
ぬ
事
﹂)

○
た
の
も
し
き
が
︑
心
の
く
ち
を
し
く
て
︑︵

第
八
五
話
﹁
留
志
長
者
事
﹂)

○
目
に
見
え
ぬ
も
の
な
れ
ど
︑
誠
の
心
を
い
た
し
て
う
け
と
り
け
れ
ば
︑

(第
八
六
話
﹁
清
水
寺
二
千
度
す
ぐ
六
に
打
入
事
﹂)

○
﹁
よ
し
な
し
︒
さ
る
無
仏
世
界
の
や
う
な
る
所
に
帰
ら
じ
︒
こ
ゝ
に
ゐ

な
ん
﹂
と
思
ふ
心
付
き
て
︑
東
大
寺
と
い
ふ
所
に
て
受
戒
せ
ん
と
思
て
︑

︵
第
一
〇
一
話
﹁
信
濃
国
聖
事
﹂)

○
﹁
心
の
よ
く
誠
を
い
た
し
て
︑
清
く
書
奉
り
た
る
経
は
︑
さ
な
が
ら
王

宮
に
納
ら
れ
ぬ
︒
汝
が
書
奉
た
る
や
う
に
︑
心
き
た
な
く
︑
身
け
が
ら

は
し
う
て
書
奉
り
た
る
経
は
︑
広
き
野
に
捨
て
置
た
れ
ば
︑
そ
の
墨
の
︑

雨
に
濡
れ
て
︑
か
く
川
に
て
渡
る
也
︒︵

第
一
〇
二
話
﹁
敏
行
朝
臣
事
﹂)

○
あ
り
つ
る
有
様
︑
願
を
お
こ
し
て
︑
そ
の
力
に
て
ゆ
る
さ
れ
つ
る
事
な

ど
︑
あ
き
ら
か
な
る
鏡
に
向
た
ら
ん
や
う
に
お
ぼ
え
け
れ
ば
︑
い
つ
し

か
我
力
付
て
︑
清
ま
は
り
て
︑
心
清
く
四
巻
経
書
き
供
養
し
奉
ら
ん
と

思
け
り
︒

︵
第
一
〇
二
話
﹁
同
﹂)

○
猶
も
と
の
心
の
色
め
か
し
う
︑
経
仏
の
方
に
心
の
い
た
ら
ざ
り
け
れ
ば
︑

此
女
の
も
と
に
行
︑
あ
の
女
け
し
や
う
し
︑
い
か
で
よ
き
歌
よ
ま
ん
と

思
け
る
程
に
︑

︵
第
一
〇
二
話
﹁
同
﹂)

○
暫
の
命
を
助
け
て
返
さ
れ
た
り
し
か
ど
も
︑
猶
心
の
を
ろ
か
に
怠
り
て
︑

そ
の
経
を
書
か
ず
し
て
︑
つ
ひ
に
失
に
し
罪
に
よ
り
て
︑

︵
第
一
〇
二
話
﹁
同
﹂)

○
﹁
今
宵
の
夢
に
︑
故
敏
行
朝
臣
の
見
え
給
つ
る
也
︒
四
巻
経
書
奉
る
べ

か
り
し
を
︑
心
の
お
こ
た
り
に
︑
え
書
供
養
し
奉
ら
ず
な
り
に
し
︑
そ

の
罪
に
よ
り
て
︑
き
は
ま
り
な
き
苦
を
受
く
る
を
︑(第

一
〇
二
話
﹁
同
﹂)

○
此
婆
羅
門
の
様
な
る
心
に
も
︑
あ
は
れ
に
尊
く
お
ぼ
え
て
︑

孤
立
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か
ら
見
る
﹃
宇
治
拾
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語
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(第
一
二
三
話
﹁
海
賊
発
心
出
家
事
﹂)

○
受
戒
と
げ
ん
と
の
心
あ
ら
ば
︑
送
ら
ん
﹂
と
い
へ
ば
︑
さ
ら
に
受
戒
の

心
も
今
は
候
は
ず
︒

(第
一
二
三
話
﹁
同
﹂)

○
こ
の
婆
羅
門
の
や
う
な
る
も
の
の
心
に
︑
さ
は
仏
経
は
め
で
た
く
尊
く

お
は
し
ま
す
物
な
り
け
り
と
思
て
︑
こ
の
僧
に
具
し
て
山
寺
な
ど
へ
い

な
ん
と
思
ふ
心
つ
き
ぬ
︒

︵
第
一
二
三
話
﹁
同
﹂)

○
す
こ
し
心
の
あ
る
者
は
︑﹁
な
ど
か
う
は
︑
此
聖
は
い
ふ
ぞ
︒

(第
一
三
三
話
﹁
空
入
水
シ
タ
ル
僧
事
﹂)

○
孝
養
の
心
︑
空
に
し
ら
れ
ぬ
︒

︵
第
一
五
三
話
﹁
鄭
太
尉
事
﹂)

○
下
の
聖
︑
我
ば
か
り
貴
き
者
は
あ
ら
じ
と
驕
慢
の
心
の
あ
り
け
れ
ば
︑

仏
の
に
く
み
て
︑
ま
さ
る
聖
を
ま
う
け
て
︑
あ
は
せ
ら
れ
け
る
な
り
と

ぞ
︑
か
た
り
伝
た
る
︒

(第
一
七
四
話
﹁
優
婆
崛
多
弟
子
事
﹂)

○
女
犯
の
心
な
き
証
果
の
聖
者
な
る
﹂

︵
第
一
七
四
話
﹁
同
﹂)

○
身
の
か
ざ
り
と
し
︑
心
の
お
き
て
と
す
る
も
の
也
︒

︵
第
一
八
三
話
﹁
大
将
慎
事
﹂)

こ
れ
ら
は
︑
(�
)仏
教
的
な
文
脈
に
お
け
る
典
型
的
な
事
例
と
い
え
る
だ
ろ

う
︒と

こ
ろ
で
︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
中
で
︑
特
定
の
教
義
や
教
理
に
則
し
た

仏
教
思
想
で
は
な
く
︑
在
地
の
︵
あ
る
い
は
︑
都
市
の
も
の
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
︶
習
合
思
想
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
説
話
に
︑
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
︒

四

孤
立
話
第
一
一
〇
話
﹁
ツ
ネ
マ
サ
が
郎
等
仏
供
養
事
﹂

孤
立
話
で
あ
る
第
一
五
四
話
に
お
け
る
仏
教
の
世
俗
化
と
共
鳴
す
る
説
話
が
︑

こ
れ
も
孤
立
話
で
あ
る
第
一
一
〇
話
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
ど
の
よ
う
に
共
鳴

し
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

そ
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
昔
︑
筑
前
国
山
鹿
庄
に
﹁
恒つ

ね

正ま
さ

﹂
が
住
ん

で
い
た
︒
そ
の
配
下
に
﹁
政ま

さ

行ゆ
き

﹂
と
い
う
郎
等
が
い
た
︒
ま
た
そ
こ
に
滞
在
す

る
男
が
い
た
︒
旅
の
男
は
︑
政
行
が
造
仏
供
養
に
際
し
て
自
邸
に
人
々
を
招
き

饗
宴
を
催
し
て
い
る
と
聞
き
付
け
た
︒
旅
の
男
が
よ
う
す
を
尋
ね
る
と
︑
饗
宴

は
盛
大
に
行
う
と
い
う
の
で
︑
田
舎
の
風
習
を
不
思
議
な
こ
と
と
思
っ
た
︒
講

師
は
こ
の
旅
人
の
随
伴
者
で
あ
っ
た
︒
供
養
に
招
か
れ
た
講
師
は
﹁
何
仏
を
供

養
し
奉
る
に
か
あ
ら
ん
﹂
と
と
尋
ね
た
︒
恒
正
は
な
る
ほ
ど
と
思
い
︑
政
行
に

尋
ね
る
と
分
か
ら
な
い
と
い
う
︒
恒
正
は
不
審
に
思
い
︑
そ
れ
で
は
誰
が
供
養

す
る
の
か
と
尋
ね
る
と
︑
政
行
は
何
仏
か
分
か
ら
な
い
が
︑
私
が
供
養
す
る
の

だ
と
答
え
た
︒
恒
正
は
政
行
が
仏
師
な
ら
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
言
う
の
で
︑

仏
師
を
呼
び
寄
せ
て
尋
ね
る
と
︑
分
か
ら
な
い
︑
講
師
が
御
存
知
で
あ
ろ
う
と

答
え
た
︒
実
は
政
行
が
︑
と
も
か
く
﹁
仏
つ
く
り
奉
れ
﹂
と
い
う
の
で
︑
仏
師

は
﹁
た
ゞ
ま
ろ
が
し
ら
に
て
斎
の
神
の
冠
も
な
き
や
う
な
る
物
を
︑
五
頭
き
ざ

み
た
て
﹂
た
だ
け
で
︑
講
師
に
﹁
そ
の
仏
︑
か
の
仏
﹂
と
名
前
を
付
け
て
も
ら

孤
立
話
か
ら
見
る
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
特
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う
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う⑯
︒

話
末
評
語
に
﹁
そ
れ
を
問
ひ
聞
き
て
を
か
し
か
り
し
中
に
も
︑
同
じ
功
徳
に

も
な
れ
ば
と
聞
き
し
︒
あ
や
し
の
も
の
ど
も
は
︑
か
く
希
有
の
事
ど
も
を
し
侍

り
け
る
な
り
﹂
と
い
う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
次
の
よ
う
に
注
さ
れ
て

き
た
︒

①

前
話
同
様
︑
造
仏
を
め
ぐ
る
珍
談
︒
ひ
な
び
た
世
界
の
無
智
な
︑
し
か

し
︑
愛
す
べ
き
人
々
の
信
仰
生
活
の
一
端
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
伝
え
る
︒
作

者
自
身
の
関
与
も
う
か
が
え
る
一
編
と
し
て
も
注
目
に
値
し
よ
う
︒

︵
新
大
系⑰
)

②

前
話
と
同
じ
く
︑
造
仏
と
供
養
に
関
す
る
語
り
手
の
直
接
の
見
聞
に
基

づ
く
地
方
譚
︒
都
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
︑
い
か
に
も
間
の
抜
け
た
応
答
も

含
ま
れ
る
が
︑
郎
等
の
仏
供
養
に
主
人
ら
が
協
力
し
て
事
に
当
る
ほ
の
ぼ

の
と
し
た
田
舎
の
習
俗
を
描
い
て
好
ま
し
い
︒

︵
新
編
全
集⑱
)

ま
た
︑
高
橋
貢
氏
は
︑
本
説
話
に
つ
い
て
話
末
評
語
を
め
ぐ
っ
て
︑
次
の
よ
う

に
批
評
す
る
︒

恒
正
の
も
と
に
滞
在
し
て
い
る
客
人
や
話
の
書
き
手
は
︑
滑
稽
譚
と
し

て
扱
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
︒
こ
の
話
末
評
語
に
み
る
話
の

狙
い
は
︑
何
仏
で
あ
る
の
か
も
知
ら
ず
に
仏
を
作
っ
て
供
養
し
よ
う
と
す

る
地
方
の
人
の
︑
素
朴
で
人
は
よ
い
が
︑
無
知
︑
ピ
ン
ト
は
ず
れ
な
行
動
︑

振
舞
い
を
︑
あ
か
ら
さ
ま
に
い
た
旅
人
の
視
点
か
ら
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に

あ
ろ
う⑲
︒

こ
こ
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
︑
仏
像
を
彫
れ
と
言
わ
れ
て
︑
仏
師

が
在
来
の
斎
の
神
の
お
お
ま
か
な
印
象
に
拠
っ
て
造
仏
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
︒
都
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
︑
病
気
治
癒
に
向
け
て
な
ら
薬
師
如
来
を
︑
現
世

利
益
な
ら
観
音
菩
薩
を
︑
極
楽
浄
土
を
願
う
の
な
ら
阿
弥
陀
如
来
を
求
め
る
で

あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
政
行
は
全
く
屈
託
が
な
い
︒
む
し
ろ
祈
請
す
る
対﹅

象﹅

に

興
味
は
な
く
︑
信
仰
し
た
い
と
い
う
気﹅

持﹅

ち﹅

だ
け
が
む
や
み
に
熱
い
︒
と
こ
ろ

が
︑
説
話
の
編
者
は
︑
彼
等
を
た
だ
愚
か
な
も
の
と
だ
け
否
定
し
て
い
る
わ
け

で
も
な﹅

い﹅

︒
信
ず
る
気
持
の
う
ち
に
仏
は
宿
る
と
い
う
思
想
こ
そ
︑
仏
教
本
来

の
思
想
で
は
な
く
︑
在
来
の
宗
教
的
思
想
に
依
拠
し
て
生
成
し
た
日
本
的
本
覚

思
想
だ
と
い
え
る
︒

五

孤
立
話
の
思
想

も
う
ひ
と
つ
︑
仏
教
の
世
俗
化
を
測
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
説
話
が
第
一
三
六

話
﹁
出
家
功
徳
事
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

こ
れ
も
今
は
昔
︑
筑
紫
国
に
﹁
た
う
さ
か
﹂
と
い
う
斎
の
神
が
お
ら
れ
た
︒

そ
の
祠
に
旅
僧
が
宿
り
し
た
が
︑
夜
︑
馬
の
足
音
が
し
て
斎
の
神
に
呼
び
掛
け

る
者
が
あ
っ
た
︒
旅
僧
が
聞
い
て
い
る
と
︑
馬
上
の
物
が
斎
の
神
に
﹁
あ
す
武

蔵
寺
に
︑
新
仏
い
で
給
べ
し
と
て
︑
梵
天
︑
帝
釈
︑
龍
神
あ
つ
ま
り
給
ふ
と
は

知
り
給
は
ぬ
か
﹂
と
い
う
︒
﹁
あ
す
の
巳
の
時
﹂
だ
と
い
う
の
で
︑
旅
僧
は

孤
立
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ら
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る
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﹁
希
有
の
事
﹂
を
聞
い
た
も
の
だ
と
︑
翌
日
武
蔵
寺
に
赴
い
た
︒
と
こ
ろ
が
一

向
に
そ
ん
な
気
配
は
な
い
︒
巳
時
を
過
ぎ
て
午
の
時
に
︑
七
十
歳
余
の
翁
が
尼

を
伴
っ
て
現
れ
た
︒
二
人
は
︑
寺
の
六
十
歳
ば
か
り
の
御
房
を
呼
び
︑﹁
御
弟

子
に
な
ら
ん
と
思
ふ
也
﹂
と
告
げ
︑
戒
を
受
け
て
退
出
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ

以
外
︑
何
ご
と
も
起
ら
な
か
っ
た
︒

話
末
評
語
に
﹁
さ
は
︑
こ
の
翁
の
法
師
に
な
る
を
随
喜
し
て
︑
天
衆
も
集
ま

り
給
て
︑
新
仏
の
い
で
さ
せ
給
ふ
と
は
あ
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ
︒
出
家
随
分
の

功
徳
と
は
︑
今
に
は
じ
め
た
る
事
に
は
あ
ら
ね
ど
も
︑
ま
し
て
若
く
盛
り
な
ら

ん
人
の
︑
よ
く
道
心
お
こ
し
て
︑
随
分
に
せ
ん
も
の
の
功
徳
︑
こ
れ
に
て
い

よ
〳
〵
お
し
は
か
ら
れ
た
り
﹂
と
い
う⑳
︒

新
大
系
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
︒

山
中
の
祠
や
︑
木
の
洞
穴
に
と
ど
ま
り
︑
そ
の
夜
中
に
神
々
や
鬼
神
の

話
を
聞
く
と
い
う
話
は
第
三
話
の
ほ
か
︑
昔
話
の
産
神
問
答
な
ど
と
共
通

し
︑
本
話
も
そ
の
傾
向
を
も
つ
︒﹁
梵
天
︑
帝
尺
︑
竜
神
あ
つ
ま
り
給
ふ
﹂

と
い
う
表
現
は
︑
第
一
話
に
も
類
似
表
現
が
見
ら
れ
る
が
︑
斎
の
神
の
登

場
や
小
さ
な
老
人
の
出
現
な
ど
両
話
間
に
は
対
比
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
︒

内
容
的
に
も
第
一
話
が
男
女
の
や
や
乱
れ
た
愛
の
姿
を
描
く
の
に
対
し
︑

本
話
は
仲
の
良
い
夫
婦
︑
そ
し
て
そ
の
︑
さ
わ
や
か
な
出
家
劇
と
い
う
内

容
で
︑
あ
ら
た
め
て
︑
第
一
話
の
乱
り
が
わ
し
さ
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
︒

︵
新
大
系㉑

)

い
わ
く
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
他
の
説
話
に
認
め
ら
れ
る
﹁
そ
の
傾
向
﹂
と

は
︑﹁
昔
話
の
産
神
問
答
﹂
の
話
柄
や
聴
耳
の
モ
テ
ィ
フ
で
あ
り
︑﹁
両
話
間
に

は
対
比
さ
れ
る
も
の
﹂
も
ま
た
︑
説
話
間
の
類
似
の
構
成
の
謂
で
あ
る
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
問
題
は
︑
こ
の
第
一
三
六
話
の
主
題
が
︑
俗
な
る
者
の
出
家
の
う

ち
に
仏
菩
薩
は
出
現
す
る
と
い
う
認
識
に
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
出
家
が
仏
の
出

現
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
︑
俗
な
る
存
在
が
も
と
も
と
仏
性
を
有
す
る
と
い

う
こ
と
を
前
提
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

ま
と
め
に
か
え
て

同
様
の
思
想
は
︑
第
八
九
話
﹁
信
濃
国
筑
摩
湯
ニ
観
音
沐
浴
事
﹂
と
も
共
有

す
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
八
九
話
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
今

は
昔
︑
信
濃
国
に
筑
摩
湯
と
い
う
薬
湯
が
あ
っ
た
︒
村
人
の
夢
に
︑﹁
あ
す
の

午
の
時
に
︑
観
音
湯
欲
︵
あ
︶
み
給
ふ
べ
し
﹂
と
い
う
告
げ
が
あ
っ
た
︒
人
々

は
待
ち
か
ね
た
が
︑
夢
に
見
え
た
姿
ど
お
り
の
男
が
現
わ
れ
た
︒
人
々
が
男
を

見
て
あ
ま
り
に
も
礼
拝
す
る
の
で
︑
男
は
困
惑
し
て
わ
け
を
尋
ね
る
︒
経
緯
を

知
っ
た
男
は
︑
突
然
﹁
我
身
は
︑
さ
は
︑
観
音
に
こ
そ
あ
り
け
れ
︒
こ
ゝ
は
法

師
に
成
な
ん
﹂
と
弓
・
や
な
ぐ
い
︑
太
刀
な
ど
を
捨
て
て
法
師
に
な
っ
て
し
ま

う
︒
見
知
っ
た
人
が
﹁
あ
は
れ
︑
か
れ
は
上
野
国
に
お
は
す
る
︑
ば
と
う
ぬ
し

に
こ
そ
い
ま
し
け
れ
﹂
と
言
っ
た
の
で
︑︵
人
々
は
︶
馬
頭
観
音
と
呼
ん
だ
と

い
う㉒

︒
な
お
︑
こ
れ
に
は
後
日
譚
が
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
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た
こ
と
が
あ
る
の
で
︑
今
は
触
れ
な
い
︒

繰
り
返
せ
ば
︑
問
題
は
︑
第
一
三
六
話
と
第
八
九
話
と
に
共
有
さ
れ
て
い
る

思
想
が
︑
日
本
的
な
本
覚
思
想
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
か
く
て
︑﹃
宇
治
拾

遺
物
語
﹄
全
体
に
わ
た
っ
て
散
在
す
る
孤
立
話
の
中
に
︑
編
者
の
意
図
し
た
も

の
か
否
か
は
問
わ
ず
と
も
︑
仏
教
の
教
理
・
教
学
の
次
元
で
は
な
く
︑
人
に
仏

性
あ
り
と
す
る
思
考
は
た
や
す
く
見
て
と
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
基
盤
に
︑
人

に
神
性
を
認
め
る
在
来
の
思
想
が
あ
り
︑
こ
れ
と
混
淆
し
た
世
俗
的
思
考
が
あ

る
︑
と
い
う
こ
と
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
さ
に
︑
そ
の
よ
う
な
思
考
︑

認
識
こ
そ
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
説
話
︑
そ
も
そ
も
編
者
の
隠﹅

せ﹅

な﹅

い﹅

本
来
の

思
想
の
姿
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注①

厳
密
な
意
味
で
︑
孤
立
話
の
定
義
は
な
か
な
か
難
し
い
︒﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
以

前
も
し
く
は
同
時
代
の
文
献
に
︑
同
話
・
類
話
・
関
連
話
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い

れ
ば
︑
説
話
集
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
が
一
か
ら
す
べ
て
を
作
り
整
え
た
と
は
言
え
な

い
︒
ま
た
現
存
す
る
文
献
・
資
料
と
い
っ
て
も
︑
か
つ
て
存
在
し
た
そ
の
す﹅

べ﹅

て﹅

で

は
な
い
か
ら
︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
よ
り
も
後﹅

代﹅

の
文
献
に
同
話
・
類
話
・
関
連
話

が
存
在
し
て
も
︑
そ
れ
が
古
い
出
典
の
痕
跡
な
の
か
︑
後
代
の
受
容
の
一
例
で
あ
る

か
は
判
別
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
単
純
な
目
安
と
し
て
︑
す
で
に
同
話
・
類
話
・
関

連
話
の
指
摘
を
受
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
視
点
で
︑
一
定
の
数
字

を
出
し
て
み
よ
う
︒

一
九
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
旧
大
系
に
お
い
て
︑
西
尾
光
一
氏
は
﹁
伝
承
関
係
の

分
か
っ
て
い
な
い
五
〇
余
話
の
大
半
﹂
は
︑﹁
民
衆
の
口
が
た
り
に
裏
付
け
ら
れ
た

民
話
や
世
間
話
﹂
だ
と
す
る
︵
旧
大
系
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
〇
年
︑
二
〇
頁
︶︒

そ
の
後
︑
同
話
・
類
話
・
関
連
話
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
一
九
九
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
新
大
系
に
お
い
て
︑
こ
こ
に
い
う
意
味
で

の
﹁
孤
立
話
﹂
を
列
挙
す
る
と
︑
第
二
話
﹁
丹
波
国
篠
原
村
﹂︑
第
五
話
﹁
随
求
ダ

ラ
ニ
﹂︑
第
六
話
﹁
中
納
言
師
時
﹂
︑
第
一
一
話
﹁
源
大
納
言
雅
俊
﹂︑
第
一
二
話

﹁
児
ノ
カ
イ
餅
ス
ル
ニ
﹂
︑
第
一
三
話
﹁
田
舎
児
桜
ノ
散
ヲ
見
テ
﹂︑
第
一
四
話
﹁
小

藤
太
聟
﹂︑
第
一
五
話
﹁
大
童
子
鮭
﹂
︑
第
二
二
話
﹁
金
峯
山
﹂
第
三
三
話
﹁
大
太
郎

盗
人
事
﹂︑
第
五
二
話
﹁
狐
家
ニ
火
付
事
﹂
︑
第
五
三
話
﹁
狐
人
ニ
付
テ
﹂︑
第
六
二

話
﹁
篤
昌
忠
恒
等
事
﹂︑
第
七
五
話
﹁
陪
従
清
仲
事
﹂︑
第
七
六
話
﹁
仮
名
暦
誂
タ
ル

事
﹂︑
第
七
七
話
﹁
実
子
ニ
非
ザ
ル
人
﹂
︑
第
七
九
話
﹁
或
僧
人
ノ
許
ニ
テ
﹂︑
第
八

〇
話
﹁
仲
胤
僧
都
﹂︑
第
九
九
話
﹁
大
膳
大
夫
﹂︑
第
一
〇
〇
話
﹁
下
野
武
正
﹂︑
第

一
〇
九
話
﹁
ク
ウ
ス
ケ
ガ
仏
供
養
事
﹂
︑
第
一
一
〇
話
﹁
ツ
ネ
マ
サ
ガ
郎
等
﹂︑
第
一

二
三
話
﹁
海
賊
発
心
出
家
事
﹂︑
第
一
五
四
話
﹁
貧
俗
観
仏
性
富
事
﹂︑
第
一
五
五
話

﹁
宗
行
郎
等
射
虎
事
﹂︑
第
一
五
七
話
﹁
或
上
達
部
﹂
︑
第
一
六
〇
話
﹁
一
条
桟
敷
屋

鬼
事
﹂︑
第
一
六
三
話
﹁
俊
宣
合
迷
神
事
﹂
な
ど
︑
全
二
八
話
に
わ
た
る
こ
と
が
分

か
る
︒

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
抽
出
は
︑
ひ
と
つ
の
目﹅

安﹅

に
過
ぎ
な
い
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
は

概
ね
︑
都
市
伝
説
も
し
く
は
世
間
話
︑
噂
話
な
ど
︑
古
く
か
ら
の
書
承
の
説
話
で
あ

る
よ
り
も
︑
口
承
説
話
と
も
い
う
べ
き
︑
伝
承
性
の
強
い
も
の
が
紛
れ
込
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
か
と
見
做
せ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
が
説
話
集
の
全﹅

体﹅

か
ら
見
た
と
き

に
︑
部
分
的
に
は
偏
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
も
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

か
つ
て
西
尾
光
一
氏
が
論
じ
ら
れ
た
︑
配
列
と
成
立
の
問
題
︵﹁
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄

に
お
け
る
連
纂
の
文
学
﹂﹃
清
泉
女
子
大
学
紀
要
﹄
第
三
一
号
︑
一
九
八
三
年
一
二

月
︶
に
か
か
わ
る
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
の
考
察
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
他
日
に
譲
り

た
い
︒
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②

こ
こ
で
は
極
端
に
単
純
化
し
て
問
題
の
所
在
を
際
立
た
せ
た
が
︑
留
学
生
の
研
究

に
は
︑
日
本
説
話
を
韓
国
の
口
承
文
芸
と
の
話
型
の
共
有
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
東
ア
ジ
ア
の
書
承
・
口
書
双﹅

方﹅

に
わ
た
る
広
が
り
の
中
で
捉
え
る
試
み
も
あ
る

︵
金
恩
愛
︑
趙
智
英
︶︒
こ
の
問
題
は
彼
等
の
今
後
の
研
究
に
譲
り
︑
個
別
﹃
宇
治
拾

遺
物
語
﹄
の
説
話
分
析
に
即
し
て
︑
信
仰
の
世
俗
化
の
問
題
だ
け
を
考
え
た
い
︒

③

浅
見
和
彦
・
三
木
紀
人
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
岩
波

書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
〇
九
～
一
〇
頁
︒
な
お
︑
一
部
私
に
表
記
を
整
え
た
と
こ

ろ
が
あ
る
︒

④

③
に
同
じ
︑
三
〇
九
頁
︒

⑤

③
に
同
じ
︑
五
五
〇
頁
︒

⑥

西
尾
光
一
・
渡
辺
綱
也
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
岩
波
書

店
︑
一
九
六
〇
年
︑
三
四
八
頁
︒

⑦

③
に
同
じ
︑
三
〇
九
頁
︒

⑧

﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
﹄
第
一
二
巻
︑
大
蔵
出
版
︑
一
九
二
五
年
︑
三
四
三
頁
︒

⑨

﹃
大
日
本
仏
教
全
書
﹄
第
九
七
巻
︑
解
題
一
︑
講
談
社
︑
一
九
七
四
年
︑
三
一
三

頁
︒

⑩

﹃
大
日
本
仏
教
全
書
﹄
第
三
一
巻
︑
仏
書
刊
行
会
︑
一
九
一
六
年
︑
一
～
三
頁
︒

⑪

田
村
芳
朗
﹁
本
覚
法
門
と
心
﹂﹃
本
覚
思
想
論
﹄
春
秋
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
三

八
～
九
頁
︒

⑫

同
書
︑
一
五
二
頁
︒

⑬

田
村
芳
朗
﹁
鎌
倉
新
仏
教
の
背
景
と
し
て
の
天
台
本
覚
思
想
﹂
同
書
︑
三
三
四
頁
︒

⑭

｢鎌
倉
新
仏
教
に
お
け
る
生
死
観
﹂
同
書
︑
四
二
〇
～
一
頁
︒

⑮

用
例
の
全
体
は
厖
大
に
過
ぎ
る
の
で
︑
全
て
を
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

⑯

③
に
同
じ
︑
二
三
四
～
七
頁
︒

⑰

③
に
同
じ
︑
二
三
七
頁
︒

⑱

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
︑
二
九
六
頁
︒

⑲

高
橋
貢
﹁
鑑
賞
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
(四
)

︱
第
一
一
〇
︵
巻
第
九
第
五
︶﹁
恒

正
が
郎
等
仏
供
養
事
﹂

︱
﹂
﹃
並
木
の
里
﹄
第
四
九
号
︑
一
九
九
八
年
一
二
月
︒

⑳

③
に
同
じ
︑
二
八
八
～
九
〇
頁
︒

㉑

③
に
同
じ
︑
二
九
〇
頁
︒

㉒

③
に
同
じ
︑
一
六
四
～
六
頁
︒
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