
三

　
　
　

仏
教
説
話
と
場

森　
　
　

正　

人　

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

あ
る
説
話
が
仏
教
説
話
と
な
り
う
る
の
は
、
説
話
そ
れ
自
身
の
構
成
、
表
現
、
そ
れ
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
る
意
味
に
よ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
が
い
か
な
る
場
で
実
現
さ
れ
（
語
ら
れ
、
書
か
れ
）
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
説
話
が
創
造
さ
れ
、

享
受
さ
れ
る
場
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
今
日
広
く
共
有
さ
れ
、
精
細
な
研
究
成
果
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

近
年
の
試
み
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、『
説
話
文
学
研
究
』
第
三
九
号
（
二
〇
〇
四
年
六
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
宗
教
文

化
研
究
と
説
話
の
〈
場
〉」
報
告（
１
）〕
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
の
整
理
と
今
後
の
課
題
の
展
望
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
論
文
は
、
こ
う
し
た
動
向
を
う
け
つ
つ
、
説
話
が
機
能
す
る
説
法
の
場
の
し
く
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な

場
が
説
話
に
何
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
か
に
及
ぼ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
場
の
実
態
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
で
生
み
出
さ

れ
展
開
し
た
言
語
表
現
の
達
成
を
改
め
て
確
認
し
た
い
と
志
す
か
ら
で
あ
る
。



　
　
　

二　
〈
物
語
の
場
〉
に
つ
い
て

　

物
語
や
説
話
な
ど
口
頭
に
よ
る
言
語
表
現
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
が
成
立
し
進
行
す
る
と
こ
ろ
の
「
場
」
に
ま
ず
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
う
「
場
」
と
は
単
な
る
場
所
や
空
間
の
こ
と
で
は
な
い
。
場
と
い
う
言
葉
の
持
つ
微
妙
な
響
き
は

現
代
語
に
も
看
取
さ
れ
る
が
、
こ
の
語
の
成
立
し
た
時
代
に
は
い
っ
そ
う
明
確
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
編
ま
れ
た
辞
書
に
は
次
の
よ

う
に
記
載
さ
れ
る
。

　
　

ウ
チ
バ　

ト
バ
ノ
バ
如
何　

コ
レ
ハ
場
也　

庭
也
／
ユ
バ　

バ
ヾ
如
何　

同
前　

場
也　

庭
也　

弓
場　

馬
場
也　
　
　
　
　

（
名
語
記
巻
第
二
）

場
あ
る
い
は
庭
は
、
日
常
生
活
と
は
異
な
る
催
し
の
行
わ
れ
る
ゆ
る
や
か
に
区
切
ら
れ
た
空
間
や
施
設
で
あ
る
。
日
常
と
異
な
る
催
し

と
は
、
右
に
挙
げ
ら
れ
た
弓
矢
、
乗
馬
の
ほ
か
、
祭
祀
、
裁
判
、
戦
闘
、
法
会
、
相
撲
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
場
と
は
た
し
か
に
空

間
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
間
の
営
み
が
ま
さ
に
今
行
わ
れ
て
い
る
故
に
、
あ
る
い
は
行
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
建
物
の
中
や

地
面
が
他
と
は
異
な
る
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
し
つ
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

物
語
と
い
う
も
の
は
、
一
面
で
は
い
た
っ
て
日
常
的
な
営
み
で
あ
る
が
、
日
常
を
超
え
て
、
そ
こ
に
臨
み
加
わ
り
、
与
る
人
間
を
別

世
界
に
誘
い
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
空
間
に
は
独
特
の
気
分
が
醸
成
さ
れ
漂
う
の
で
あ
っ
て
、
場
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
、〈
物

語
の
場
〉
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
場
と
い
う
分
析
装
置
を
用
意
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
「
物
語
」
と
称
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
、

あ
ら
ゆ
る
営
為
、あ
ら
ゆ
る
テ
キ
ス
ト
を
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。口
頭
の
物
語
と
書
か
れ
た
物
語
と
、歌
物
語
、
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作
り
物
語
、
歴
史
物
語
、
説
話
集
な
ど
を
同
じ
観
点
か
ら
解
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
〈
物
語
の
場
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
（
２
）

。

　

物
語
は
、
語
り
手
、
聞
き
手
、
素
材
の
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
物

語
は
そ
の
三
条
件
が
相
互
に
規
定
し
あ
う
関
係
の
な
か
で
進
行
し
て
い
く
。
そ
の
三
条
件
の
相
互
規
定
的
な
関
係
を
〈
物
語
の
場
〉
と

呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
相
互
規
定
的
な
関
係
と
は
、
概
言
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
は
、
語
る
に
当
た
っ
て
聞
き

手
の
期
待
、
関
心
、
教
養
等
に
配
慮
し
て
ふ
さ
わ
し
い
素
材
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
聞
き
手
は
、
語
り
手
や
素
材
が

意
に
か
な
う
限
り
に
お
い
て
聞
き
手
と
な
り
、
ま
た
そ
の
素
材
に
最
も
適
任
と
見
ら
れ
る
座
の
誰
か
を
語
り
手
に
指
名
す
る
こ
と
が
で

き
、
あ
る
い
は
素
材
の
選
択
に
つ
い
て
語
り
手
に
要
請
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
や
素
材
が
期
待
通
り
で
な
け
れ
ば
、

場
か
ら
退
場
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
三
条
件
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
変
化
が
生
ず
る
と
、
他
の
一
つ
ま
た
は
二
つ
の
条

件
に
変
化
を
惹
起
す
る
関
係
に
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
を
、
次
の
よ
う
に
三
角
形
に
書
き
表
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語
り
手

　
　

素
材 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聞
き
手

五



　

で
は
、
こ
う
し
た
関
係
の
な
か
で
物
語
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
、
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
。
具
体
的
な
事
例
に
就
こ
う
。

鳥
羽
法
皇
御
灸
治
ノ
時
、
ア
ツ
サ
ナ
グ
サ
メ
サ
セ
御お
は
し
ま坐
サ
ム
ト
テ
、
御
前
ニ
祗
候
ノ
人
々
、
巡
ず
ん
の

物
語
可つ
か
ま
つ
る
べ
し仕
ト
、
少
々
利
口

物
語
ナ
ド
令ま
う
さ
し
む
る申

之
間
、粟
田
口
座
主
行
玄
、御
持
僧
ニ
テ
祗
候
、申
云
、此
ノ
物
語
同お
な
じ
く
は者

、仏
神
霊
験
之
事
ヲ
可か
た
り
ま
う
す
べ
し
と

語

申
云
々
。

尤
も
と
も

可し
か
る
べ
き然

之
由
有
二

勅
定
一

。
人
々
皆
令か
た
り
ま
う
さ
し
む
る

語

申
之
間
、
重
基
ガ
番
ニ
ナ
リ
テ　
　
　
　
　
　
　
　

（
古
事
談
巻
第
五―

一
一
）

甲
賀
殿
、「
佐さ

テ
ハ
我
身
ハ
蛇
ニ
成
ヌ
ル
ニ
コ
ソ
。
恥
カ
シ
ヤ
」ト
テ
仏
壇
ノ
下し

タ
ヘ
隠
レ
給
た
ま
ひ

ヌ
。
…
日
暮
テ
人
モ
閑し
づ

マ
リ
ケ
レ
バ
、

僧
達
十
余
人
御
集
リ
テ
、法
花
経
ヲ
読
誦
セ
ラ
ル
。
御
経
モ
過
ケ
レ
バ
、上
座
ノ
老
僧
、「
夜
モ
深
居
（
更
か
）ニ
及
テ
徒
然
ナ
ル
ニ
、

才
覚
御お
は
し
ま在
サ
ン
人
々
ハ
昔
物
語
シ
下た
ま

ヘ
」
ト
テ
有
ケ
レ
バ
、右
座
ノ
一
番
ノ
老
僧
七
十
有
余
ト
見
ヘ
タ
ル
ガ
、「
昔
物
語
有
ベ
ク
ハ
、

此
所
ノ
地
頭
甲
賀
権
ノ
守
ノ
三
人
ノ
子
共
ノ
行
末
ヲ
語
リ
給
ヘ
」
ト
有
ケ
レ
バ
、
左
座
ノ
一
番
ノ
老
僧
ノ
言
ケ
ル
ハ
「
其
ノ
事
ヲ

知
ヌ
ル
人
ハ
誰
カ
候
ベ
キ
。
…
但
シ
恂�

ノ
左
座
ノ
第
五
番
ノ
老
僧
コ
ソ
、
…
心
ニ
ク
ヽ
思お
も
ひ
ま
ゐ
ら進

セ
テ
候
フ
」
ト
有
ケ
レ
バ
、
此
ノ

老
僧
打う
ち
ほ
ほ
ゑ
み

小
咲
ツ
「ヽ
仰
ナ
レ
バ
申
ゾ
ヨ
。
昔
帝
王
一
人
在
ま
し
ま
し

キ
。
…
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
道
集
巻
第
一
〇
諏
方
縁
起
）

〈
物
語
の
場
〉
の
場
の
成
立
契
機
と
な
る
の
は
、
そ
の
座
に
あ
る
人
間
を
と
ら
え
て
い
る
「
つ
れ
づ
れ
」「
さ
う
ざ
う
し
」
と
い
う
気
分

で
あ
り
、
そ
の
慰
め
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
。
古
事
談
の
場
合
は
、
鳥
羽
法
皇
の
灸
の
熱
さ
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
物
語
が
語
ら

れ
た
。
聞
き
手
の
中
心
は
法
皇
、語
り
手
は
側
近
く
仕
え
る
者
た
ち
、素
材
は
「
利
口
物
語
」
に
沿
う
も
の
が
選
ば
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

語
り
手
と
物
語
の
進
行
方
法
に
特
徴
が
あ
っ
て
、「
巡
物
語
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
巡
（
順
）
の
舞
」
に
な
ら
っ
た
呼
称
で
、
一
座
に

あ
る
者
が
巡
に
一
つ
ず
つ
語
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
を
作
品
化
し
た
の
が
、
源
氏
物
語
の
雨
夜
の
品
定
め
の
恋
の
経
験
談
、
宝
物
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集
の
第
一
の
宝
論
、
三
国
伝
記
等
で
あ
っ
た
。
三
国
伝
記
序
文
に
も
「
慰
巡
ノ
物
語
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。

　

さ
て
、
鳥
羽
法
皇
の
〈
物
語
の
場
〉
で
は
、
御
持
僧
の
行
玄
の
提
案
に
よ
っ
て
神
仏
霊
験
譚
が
語
ら
れ
る
。
素
材
が
選
び
直
さ
れ
て

〈
物
語
の
場
〉
が
改
ま
り
、
新
し
い
展
開
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

一
方
、
神
道
集
の
場
合
。
長
い
長
い
地
底
旅
行
を
終
え
て
故
郷
に
帰
っ
て
き
た
甲
賀
三
郎
は
、
自
分
が
蛇
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
ど
う
す
れ
ば
人
間
の
姿
に
戻
れ
る
か
。
釈
迦
堂
に
集
ま
っ
た
僧
侶
達
が
、
法
華
経
読
誦
の
後
の
く
つ
ろ
い
だ
な
か
で
昔
物
語

を
始
め
る
。
こ
の
場
で
は
、
物
語
の
素
材
つ
ま
り
話
題
が
先
に
設
定
さ
れ
る
。「
甲
賀
権
ノ
守
ノ
三
人
ノ
子
共
ノ
行
末
」
で
あ
る
。
し

か
る
後
に
、
こ
の
素
材
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
語
り
手
が
指
名
さ
れ
た
。
聞
き
手
が
素
材
を
定
め
、
つ
い
で
素
材
が
語
り
手
を
選
び
出
す

と
い
う
関
係
で
あ
る
。

　

三
条
件
が
相
互
に
規
定
し
合
う
関
係
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
〈
物
語
の
場
〉
の
あ
り
方
は
、
我
々
が

説
話
と
称
し
て
い
る
も
の
の
語
ら
れ
る
場
に
も
観
察
さ
れ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
書
か
れ
た
物
語
や
説
話
集
、
あ
る

い
は
語
ら
れ
る
物
語
と
説
話
と
の
間
に
区
別
を
設
け
る
理
由
は
な
い
。

　

鳥
羽
法
皇
灸
治
の
折
に
催
さ
れ
た
巡
物
語
の
場
に
お
い
て
、
典
薬
頭
重
基
の
番
に
な
っ
て
語
ら
れ
た
の
は
、
八
幡
の
成
清
僧
都
を
め

ぐ
る
石
清
水
八
幡
宮
の
霊
夢
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
仏
の
霊
験
譚
が
こ
の
よ
う
に
日
常
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
れ
は
語
り
手
と
聞
き
手
と
が
関
心
や
興
味
を
ゆ
る
や
か
に
共
有
す
る
場
で
、
自
由
な
口
調
で
当
座
の
興
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
説
話
が
、
計
算
さ
れ
た
明
瞭
な
意
図
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
場
が
あ
る
。
法
座
で
あ
る
。
仏
教
説
話
を
仏
教
説

話
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
語
ら
れ
る
場
に
お
け
る
そ
れ
の
機
能
の
如
何
に
よ
る
。
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三　

説
法
に
お
け
る
講
師
の
説
話
選
択

　

法
座
で
は
説
話
が
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
平
安
時
代
に
実
際
に
行
わ
れ
た
説
法

の
記
録
を
用
い
て
観
察
し
て
み
る
。

　

百
座
法
談
聞
書
抄
は
、
天
仁
三
年
（
一
一
一
〇
）、
あ
る
内
親
王
、
お
そ
ら
く
は
後
三
条
天
皇
皇
女
俊
子
内
親
王
が
願
主
と
な
っ
て
、

始
め
一
〇
〇
日
、
続
い
て
二
〇
〇
日
連
続
し
て
行
わ
れ
た
法
会
二
十
日
分
の
説
法
の
記
録
で
あ
る
。
内
親
王
の
両
親
を
含
む
三
人
の
死

者
の
追
善
供
養
の
た
め
の
法
会
で
あ
っ
た
。
講
師
た
ち
は
願
主
の
趣
意
を
汲
ん
で
、
例
証
や
因
縁
と
し
て
仏
教
的
孝
養
譚
を
多
く
引
用

し
、
そ
こ
に
は
「
追
善
供
養
法
会
の
施
主
を
、
孝
行
説
話
の
主
人
公
に
準
え
て
讚
え
る
、
と
い
う
説
法
の
あ
り
方
（
３
）
」
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
説
話
の
主
人
公
の
行
い
に
ま
さ
っ
て
貴
い
内
親
王
の
行
い
を
賛
嘆
す
る
、
二
月
二
八
日
条
は
そ
の
わ
か
り
や
す
い
一
例
で

あ
る
。
梗
概
に
一
部
原
文
を
交
え
て
引
用
し
て
お
く
。

﹇
為
陵
は
亡
き
父
の
教
え
を
守
っ
て
仏
法
を
信
じ
な
か
っ
た
が
、
州
の
司
馬
に
命
じ
ら
れ
て
や
む
な
く
法
華
経
を
書
写
し
た
。

六
十
四
文
字
を
書
い
て
寝
た
夜
の
夢
に
、
六
十
四
の
仏
が
地
獄
に
現
れ
、
父
を
は
じ
め
地
獄
の
罪
人
が
天
に
生
ま
れ
る
と
見
た
。

仏
は
為
陵
の
書
い
た
法
華
経
の
文
字
で
あ
っ
た
。﹈
今
内
親
王
天
下
（
殿
下
）
信
心
ヲ
コ
ラ
シ
オ
ハ
シ
マ
シ
テ
、
年
来
ノ
ア
ヒ
ダ
御

テ
ヅ
カ
ラ
モ
カ
キ
タ
テ
マ
ツ
ラ
セ
タ
マ
ヒ
、人
シ
テ
モ
カ
ヽ
セ
タ
マ
ヘ
ル
法
花
経
ノ
文
字
、シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
仏
ニ
オ
ハ
シ
マ
ス
ラ
ム
。

シ
カ
レ
バ
御
功
徳
ノ
カ
ギ
リ
ナ
サ
ハ
申
尽
ベ
キ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
ト
コ
ソ
オ
ボ
エ
候
へ
。　
　
　
（
百
座
法
談
聞
書
抄
二
月
二
十
八
日
）

講
師
は
、
不
信
の
者
の
心
の
こ
も
ら
な
い
書
写
で
あ
っ
て
も
、
法
華
経
の
文
字
が
堕
地
獄
の
衆
生
さ
え
も
救
済
し
う
る
力
を
持
つ
こ
と

八



を
説
話
に
よ
っ
て
示
し
、
信
心
を
凝
ら
し
て
勤
め
た
内
親
王
の
功
徳
の
限
り
な
さ
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
法
会
の
席
で
は
、
志
の

低
い
者
の
蒙
っ
た
霊
験
を
示
し
た
う
え
で
、「
ま
し
て
」「
如
何
に
况
や
」
な
ど
の
句
に
続
け
て
深
い
心
の
願
主
を
讃
え
る
口
調
は
決
ま

り
ご
と
と
な
っ
て
い
る
。

方
便
品
ノ
一
字
ヲ
カ
キ
シ
ス
ヾ
リ
ノ
水
ヲ
ク
ハ
エ
タ
ル
ダ
ニ
モ
仏
サ
コ
ソ
利
益
シ
タ
マ
ヒ
ケ
レ
。
マ
シ
テ
ヨ
ギ
リ
ナ
キ
御
心
ニ
開
講

演
説
ノ
御
心
ヲ
ヤ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
座
法
談
聞
書
抄
二
月
二
九
日
）

コ
ノ
経
ハ
一
偈
一
句
ヲ
タ
モ
チ
タ
テ
マ
ツ
ル
ニ
、
命
ノ
ビ
病
ノ
ゾ
カ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
シ
。
何
况
ヤ
フ
カ
ク
信
ジ
ア
ツ
ク
タ
ノ
ミ
タ

テ
マ
ツ
ラ
セ
タ
マ
ハ
ム
功
徳
ヲ
ヤ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
三
月
一
日
）

　

こ
の
内
親
王
に
限
ら
ず
、
法
会
は
亡
き
親
の
追
善
の
た
め
に
営
む
こ
と
が
最
も
多
い
は
ず
で
、
そ
う
し
た
場
自
体
が
ま
た
説
話
の
舞

台
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

﹇
高
橋
東
人
は
、
故
母
へ
の
報
恩
の
た
め
に
法
華
経
を
書
写
し
供
養
す
べ
く
乞
食
の
法
師
を
請
じ
た
。
法
師
は
般
若
心
経
陀
羅
尼

の
ほ
か
知
ら
な
か
っ
た
。
法
会
の
前
夜
、
法
師
は
夢
を
見
た
。﹈
黄あ
め

の
斑
な
る
牝
牛
、
沙
門
に
語
り
て
言
は
く
、「
我
は
家
の
主
の

母
な
り
。
…
先
生
の
時
、
竊
ひ
そ
か

に
子
の
物
を
盗
み
き
。
是
の
故
に
今
牛
の
身
を
受
け
て
債
つ
く
の

ひ
報
ゆ
。
…
」
…
﹇
僧
は
講
師
の
任
に

堪
え
な
い
と
辞
退
し
よ
う
と
す
る
が
、
や
む
な
く
高
座
に
上
が
る
。﹈
法
用
例
の
ご
と
し
。
即
ち
表
白
し
て
言
は
く
、「
卑
し
き
身

甚
だ
愚
か
に
し
て
、更
に
知
る
と
こ
ろ
な
し
。
三
宝
証
明
し
た
ま
へ
」と
い
へ
り
。
…
た
だ
去
ぬ
る
夜
の
夢
を
施
主
に
語
り
申
す
。﹇
夢

九



に
告
げ
た
通
り
、
用
意
し
た
座
に
黄
牛
が
来
て
跪
き
伏
し
た
。﹈
願
主
大
き
に
啼
泣
し
て
、
実
に
是
れ
我
が
祖お
や

な
り
。
更
に
我
知

ら
ず
し
て
、

辱
か
た
じ
け
な

く
も
駈
り
使
ひ
奉
れ
り
。
我
が
心
愚
頑
に
し
て
、
此
の
事
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
今
経
の
力
、
講
師
の
威
力
に

依
り
て
、
始
め
て
こ
の
縁
を
知
る
。
今
日
よ
り
已
後
は
更
に
駈
り
奉
ら
じ
。
…
」
…
牛
此
の
事
を
聞
き
て
、
涙
を
流
し
て
悲
し
び

泣
く
。
講
筵
畢
つ
る
時
に
、
此
の
牛
は
死
せ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
朝
法
華
験
記
巻
下
第
一
〇
六
）

　

本
朝
法
華
験
記
の
高
橋
東
人
の
母
の
説
話
は
、
三
宝
絵
巻
中
第
一
一
を
直
接
の
出
典
と
し
、
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
日
本
霊
異
記
巻

中
第
一
五
縁
が
源
泉
で
あ
る
。
般
若
心
経
陀
羅
尼
し
か
知
ら
な
い
乞
食
で
は
あ
っ
て
も
死
者
（
牛
）
の
言
葉
を
聞
き
取
り
、
伝
え
る
こ

と
の
で
き
る
講
師
（
法
華
験
記
は
「
是
れ
凡
夫
に
非
ざ
る
な
り
」
と
す
る
。
こ
の
一
文
は
三
宝
絵
に
は
な
い
）
の
呪
力
、
親
子
関
係
と

い
え
ど
も
前
世
の
償
い
を
す
る
た
め
に
畜
生
道
に
堕
ち
る
と
い
う
冷
厳
な
因
果
応
報
の
理
、
し
か
し
、
書
写
供
養
の
功
徳
に
よ
っ
て
悪

道
に
落
ち
た
者
を
救
済
す
る
法
華
経
の
力
に
つ
い
て
語
る
説
話
で
あ
る
。こ
の
法
会
の
座
で
講
師
が
説
い
た
の
は
、前
夜
の
夢
で
あ
る
が
、

今
ま
さ
に
こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
畜
生
転
生
譚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
肉
親
の
畜
生
転
生
譚
は
法
座
で
よ
く
語
ら
れ
る
因
縁
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
視
点
を
金
玉
要
集
第
三
「
一
悲
母
事　

因
縁
条
々
有
之
」
に
移
す
こ
と
と
す
る
。
金
玉
要
集
は
、
安
居
院
の
唱
導
の
た
め
の

要
文
と
説
話
を
分
類
集
成
し
た
も
の
で
、
第
三
は
「
悲
母
」
に
か
か
わ
る
因
縁
の
説
話
を
始
め
説
法
の
言
葉
を
収
録
し
て
い
る
。
以
下

に
掲
げ
る
の
は
、「
一　

悲
母
之
事
」
に
続
き
「
同
悲
母
事
」
と
し
て
さ
ら
に
四
項
が
掲
げ
ら
れ
る
そ
の
一
。

抑
も
、
御
追
善
の
志
、
趣
、
大
概
此
く
の
如
し
。
廻
向
の
御
志
、
只
幽
霊
の
菩
提
を
祈
る
。
仏
菩
薩
を
開
眼
し
て
之
を
訴
（
訪
カ
）

ふ
。
経
王
を
書
写
し
て
之
を
祈
る
。
…
泣
く
泣
く
報
恩
の
斎
会
を
修
し
て
、
恋
慕
の
悲
し
び
を
慰
む
る
。
…

﹇
大
江
定
基
・
寂
昭
の
発
心
出
家
、
鏡
を
売
る
女
に
同
情
、
母
を
残
し
て
入
唐
（
宋
）、
唐
土
上
陸
に
当
た
り
妻
妾
の
遺
骨
を
海

一
〇



中
に
投
ず
る
も
、
母
の
文
は
身
を
放
た
ず
、
清
涼
山
麓
に
て
往
生
。﹈

凡
そ
、
人
の
別
れ
は
、
生
き
て
の
別
れ
だ
て
（
に
カ
）
再
会
期
し
難
し
。
…
命
の
露
は
何い
か

な
る
露
に
て
落
つ
る
も
あ
り
、
落
ち
ざ

る
も
あ
り
（
る
カ
）
乎
。

﹇
あ
る
念
仏
者
の
妻
、
越
後
に
母
を
残
し
て
上
京
、
観
音
の
夢
告
に
よ
り
、
母
が
「
癡
愛
之
恩
縁
」
に
よ
り
馬
に
転
生
し
て
い
る

こ
と
を
知
る
。
人
を
遣
わ
し
て
馬
を
迎
え
る
が
馬
は
死
に
、
首
の
み
持
ち
帰
ら
れ
、
妻
は
こ
れ
を
葬
り
孝
養
を
営
ん
だ
。﹈

人
毎
に
生
を
受
く
る
度
に
、
父
母
あ
り
。
恩（
マ
マ
）

所
有
と
も
、
生
ず
る
者
も
何
な
る
報
を
受
く
と
も
知
ら
ず
。
故
に
梵
網
経
に
は
、
我

生
々
に
是
に
随
ひ
て
生
を
受
け
ず
と
云
ふ
事
無
し
。
故
に
六
道
の
衆
生
は
皆
是
我
が
父
母
也
。
然
る
を
之
を
殺
し
て
食
す
る
は
我

が
父
母
を
殺
し
て
併
ら
食
ふ
也
と
説
け
り
。
此
の
心
を
知
り
て
、
能
く
能
く
父
母
の
後
生
を
訪
ひ
奉
る
べ
き
者
也
と
云
々（
４
）。

因
縁
と
し
て
の
二
説
話
は
、
い
ず
れ
も
母
と
子
の
間
の
情
愛
の
深
さ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
の
説
法
が
安
居
院
の
唱
導

に
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
は
、
牧
野
和
夫（
５
）が
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
母
子
の
愛
情
と
菩
提
を
求
め
る
心
と
が
対
立
矛
盾
な
く
結
び

つ
い
て
語
ら
れ
る
説
話
と
し
て
、
た
と
え
ば
今
昔
物
語
集
巻
第
一
五
源
信
僧
都
母
尼
往
生
語
第
三
九
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
後
代
の
も

の
な
が
ら
「
恵
心
僧
都
物
語
」
な
ど
と
題
さ
れ
る
説
草
の
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
三
国
伝
記
所
収
説
話
の
出
典
と
位
置
づ
け
た
黒
田
彰（
６
）の

研
究
も
あ
る
。
こ
う
し
た
素
材
が
説
法
の
場
で
く
り
か
え
し
取
り
上
げ
ら
れ
、
問
題
意
識
が
深
め
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　

金
玉
要
集
は
、
念
仏
者
の
妻
の
親
が
馬
に
転
生
し
た
と
い
う
説
話
に
続
け
て
、
六
道
の
衆
生
は
我
が
父
母
で
あ
る
と
説
く
梵
網
経
を

引
く
。
こ
れ
は
梵
網
経
巻
下
（
大
正
蔵
第
二
十
四
巻
・
一
〇
〇
一
ｂ
）
に
あ
る
が
、そ
れ
に
直
接
拠
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

法
苑
珠
林
巻
第
六
五
、三
宝
絵
巻
下
第
二
六
に
も
引
用
さ
れ
、
広
く
流
布
す
る
句
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
六
道
の
衆
生
は
我
が
肉
親
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
教
え
は
、
種
々
の
表
現
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

一
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は
、
三
角
洋
一（
７
）が

、
堤
中
納
言
物
語
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
本
文
解
釈
に
関
連
し
て
挙
例
す
る
。
以
下
に
は
そ
れ
と
重
な
ら
な
い
用
例

を
掲
げ
て
お
く
。

　
　

漁
叟
暗
傷
昔
兄
弟　
　

漁
叟
の
暗
に
傷
く
る
も
昔
の
兄
弟

　
　

猟
師
好
殺
旧
君
親　
　

猟
師
の
好
み
て
殺
せ
る
も
旧
の
君
親　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
菅
家
文
草
巻
第
四
哀
愍
二
十
八
万
人
）

　
　
　
　

山
ど
り
の
な
く
を
聞
き
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
基
菩
薩

　
　

山
鳥
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
な
く
声
聞
け
ば
父
か
と
ぞ
思
ふ
母
か
と
ぞ
思
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
葉
和
歌
集
巻
第
十
九
釈
教
）

此
レ
ハ
前
ノ
世
ヨ
リ
繰
リ
返
シ
繰
リ
返
シ
、
父
母
ト
成
リ
在
ス
馬
ニ
ハ
非
ズ
ヤ
。
…
繰
返
シ
、
父
母
ト
成
テ
汝
ヲ
悲
ビ
シ
ニ
依
テ
、

此
ク
獣
ト
成
リ
、亦
若
干
ノ
地
獄
・
餓
鬼
ノ
道
ニ
モ
堕
テ
、苦
ヲ
受
ル
ニ
ハ
非
ズ
ヤ
。此
ク
獣
ニ
成
ル
ニ
、子
ヲ
愛
シ
悲
か
な
し
び

シ
ニ
依
テ
、

此
ル
身
ヲ
受
タ
ル
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
今
昔
物
語
集
巻
第
一
九
第
三
）

　

菩
薩
や
仏
の
位
を
得
な
い
限
り
、
衆
生
は
く
り
か
え
し
六
道
に
生
を
得
る
の
で
あ
っ
て
、
畜
生
道
に
身
を
落
と
す
こ
と
も
あ
ろ
う
。

で
は
、
彼
ら
は
前
世
に
い
か
な
る
罪
を
犯
し
た
の
か
。
こ
こ
で
、
金
玉
要
集
の
説
話
に
も
そ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
、
今
昔
物
語
集
第

一
九
第
三
に
も
同
じ
よ
う
に
、
親
は
子
を
い
と
お
し
く
思
う
故
に
畜
生
の
身
を
受
け
る
と
説
明
す
る
の
を
読
み
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
親
は
、
子
を
養
育
す
る
た
め
に
三
悪
道
に
堕
ち
る
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
と
も
語
ら
れ
る
。
子
に
向
け
る
情
愛
が
畜
生
道
の
原

因
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
親
に
も
子
に
も
皮
肉
な
宿
命
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
三
悪
道
が
必
然
で
あ
る
と
語
っ

一
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て
い
る
に
等
し
い
。
畜
生
は
前
世
の
父
母
と
い
う
教
え
の
源
流
は
梵
網
経
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
陰
翳
と
深
み
を
そ

な
え
た
表
現
は
、
経
典
の
翻
訳
の
域
を
超
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
思
想
、
感
覚
、
表
現
を
は
ぐ
く
ん
だ
の
は
説
法
の
場
、
と
い
う
言
い
方
が
問
題
を
一
面
化
し
す
ぎ
る
と
い
う
な
ら
、
民

衆
教
化
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

以
下
は
右
の
見
通
し
に
、
も
う
少
し
具
体
的
な
道
筋
を
付
け
る
た
め
に
、
日
本
に
お
け
る
転
生
譚
の
展
開
を
本
朝
法
華
験
記
を
中
心

に
す
え
て
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　

四　

唐
土
転
生
譚
の
受
容
と
展
開

　

前
節
に
取
り
上
げ
た
、
子
の
物
を
盗
ん
だ
た
め
に
、
こ
れ
を
償
う
べ
く
牛
の
身
を
受
け
て
子
に
使
役
さ
れ
る
と
い
う
高
橋
東
人
の
母

の
説
話
（
日
本
霊
異
記
巻
中
第
一
五
縁
、
三
宝
絵
巻
中
第
一
一
、
本
朝
法
華
験
記
巻
下
第
一
〇
六
）
は
、
因
果
応
報
の
厳
し
さ
を
語
る

も
の
と
し
て
、
中
国
唐
代
の
仏
教
説
話
集
お
よ
び
漢
訳
経
典
か
ら
翻
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
類
似
す
る
説
話
が
冥
報
記
に
載
る
。

あ
る
男
が
一
頭
の
驢
馬
を
持
っ
て
い
た
。
両
親
は
早
く
亡
く
な
っ
て
い
た
。
王
は
寒
食
の
日
に
先
祖
を
祭
る
た
め
に
驢
馬
に
乗
っ

て
墓
に
向
か
っ
た
。
川
を
渡
る
時
に
驢
馬
が
渡
ろ
う
と
し
な
い
の
で
鞭
打
ち
、
頭
と
面
と
が
傷
つ
き
血
が
流
れ
た
。
墓
地
に
着
い

て
祭
を
行
っ
て
い
る
間
、
驢
馬
は
一
時
姿
が
見
え
な
く
な
り
、
ま
た
戻
っ
て
き
た
。
そ
の
日
は
妹
が
男
の
家
に
い
た
。
そ
こ
に
頭

と
面
に
傷
が
あ
っ
て
血
を
流
し
て
い
る
故
母
が
現
れ
、
生
前
兄
の
米
を
無
断
で
そ
な
た
に
送
っ
た
た
め
に
、
驢
馬
の
身
を
受
け
て

償
っ
て
い
る
の
だ
が
、
今
日
川
を
渡
る
の
を
恐
れ
た
の
で
、
そ
な
た
の
兄
に
鞭
で
打
た
れ
た
と
訴
え
、
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
。

一
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兄
が
帰
っ
て
来
て
、
驢
馬
を
見
る
と
そ
の
傷
は
先
ほ
ど
の
母
の
傷
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
兄
妹
は
驢
馬
が
母
の
後
身
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
慟
哭
し
た
。
後
に
驢
馬
は
死
に
、
兄
妹
は
こ
れ
を
葬
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
冥
報
記
巻
下
第
一
六
）

　

因
果
応
報
の
事
例
集
と
い
う
べ
き
冥
報
記
は
日
本
で
も
広
く
読
ま
れ
、
日
本
霊
異
記
上
巻
序
文
に
漢
地
で
作
ら
れ
た
伝
録
と
し
て
挙

げ
ら
れ
、日
本
霊
異
記
の
成
立
を
促
し
も
し
た
と
み
ら
れ
る
。
日
本
霊
異
記
に
は
冥
報
記
と
同
じ
型
の
説
話
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
て
、

右
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
母
が
無
断
で
息
子
の
物
を
処
分
し
た
た
め
に
死
後
家
畜
と
な
っ
て
弁
済
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
死
者
を
祭

り
供
養
す
る
日
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
顕
著
な
類
似
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
冥
報
記
に
は
仏
法
に
よ
る
救
済
が
明
示
的
に

は
語
ら
れ
な
い
。
冥
報
記
も
日
本
霊
異
記
も
、
正
面
に
据
え
て
説
く
の
は
、
い
さ
さ
か
の
負
債
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
償
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
報
い
の
厳
し
さ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
が
畜
生
に
転
生
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
を
印
象
づ
け
る
語
り
方
が

選
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
冥
報
記
巻
下
第
一
六
の
場
合
、
驢
馬
（
母
）
が
息
子
に
鞭
打
た
れ
る
酷
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
打
た
れ
る
側
の
苦

痛
や
悲
哀
、
孝
養
を
尽
く
す
べ
き
日
に
そ
れ
と
知
ら
ず
孝
の
道
に
反
し
て
わ
が
親
を
鞭
打
つ
と
い
う
あ
や
に
く
さ
に
、
こ
れ
を
読
む
者

聞
く
者
は
慄
然
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
前
世
の
債
務
を
果
た
す
た
め
に
人
が
家
畜
に
転
生
す
る
説
話
は
、
冥
報
記
巻
下
第
一
一
、一
三
に
、
日
本
霊
異
記
に
は

上
巻
第
一
〇
、
二
〇
、
中
巻
第
九
、三
二
、
下
巻
第
二
六
に
載
る
。
こ
れ
ら
は
、
現
在
物
語―

過
去
物
語―

連
結
の
要
素
を
そ
な
え
、

経
に
説
か
れ
る
因
縁
譚
と
構
造
を
等
し
く
し
て
、
一
つ
の
系
譜
を
な
す
（
８
）

。

　

も
ち
ろ
ん
中
国
仏
教
説
話
に
も
、
畜
生
が
仏
教
の
力
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
説
話
は
あ
る
。
老
僧
が
瞋
恚
を
起
こ
し
て
死
後
蛇
に
生

ま
れ
、
残
さ
れ
た
者
が
法
華
経
一
部
を
書
写
し
供
養
し
た
と
こ
ろ
、
蛇
体
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
説
話
（
法
華
伝
記
巻
第
七

唐
済
州
霊
光
寺
沙
弥
六
）、
男
が
よ
そ
の
田
の
粟
を
取
っ
た
た
め
に
牛
と
な
っ
て
田
の
主
に
飼
わ
れ
使
わ
れ
て
い
た
が
、
男
の
妻
が
法
華

一
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経
を
書
写
さ
せ
た
と
こ
ろ
牛
身
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
説
話
（
巻
第
七
唐
綿
州
寡
妾
一
二
）
な
ど
。
高
橋
東
人
の
母
の
説
話

は
こ
れ
ら
と
も
同
型
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
転
生
譚
を
多
く
収
録
す
る
の
は
本
朝
法
華
験
記
で
あ
る
。
い
ま
、
本
朝
法
華
験
記
の
転
生
譚
の
す
べ
て
（
た
だ
し
菩
薩
・

高
僧
を
除
く
）
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　

第
七　
　
　
　
　
　
　

無
空
律
師

↓
蛇

↓
（
極
楽
往
生
）

　
　

第
二
四　
　

牛

↓
沙
門
頼
真

　
　

第
二
五　
　

野
干

↓
沙
門
春
命

　
　

第
二
六　
　

牛

↓
沙
門
安
勝

　
　

第
二
七　
　

毒
蛇

↓
盲
目
法
師

　
　

第
二
九　
　
　
　
　
　

定
法
寺
別
当

↓
大
蛇

↓
（
救
済
）

　
　

第
三
〇　
　

蚯
蚓

↓
神
奈
井
寺
僧

　
　

第
三
一　
　

播
磨
国
賀
茂
郡
の
人

↓
沙
門
恵
増

　
　

第
三
六　
　

白
馬

↓
沙
門
朝
禅

　
　

第
三
七　
　
　
　
　
　

沙
門
康
仙

↓
蛇

↓
（
浄
土
往
生
）

　
　

第
五
三　
　

狗

↓
沙
門
永
慶

　
　

第
五
八　
　

子
犬

↓
沙
門
蓮
尊

　
　

第
七
七　
　

馬

↓
沙
門
行
範
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第
七
八　
　

衣
魚

↓
沙
門
覚
念

　
　

第
八
〇　
　

牛

↓
明
蓮
法
師

　
　

第
八
六　
　
　
　
　
　

男

↓
蛇

↓
（
天
上
）

　
　

第
八
九　
　

蟋
蟀

↓
沙
門
海
蓮

　
　

第
九
三　
　

毒
蛇

↓
沙
門
転
乗

　
　

第
一
〇
六　
　
　
　
　

高
橋
連
東
人
の
母

↓
牝
牛

↓
（
救
済
）

　
　

第
一
二
五　

蛇

↓
天
上
／
鼠

↓
天
上　
　
　
　

※
当
人
へ
の
夢
告
な
し

　
　

第
一
二
六　

猿

↓
国
司
紀
躬
高　
　
　
　
　
　
　

※
当
人
へ
の
夢
告
な
し

　
　

第
一
二
七　

野
干

↓
天
女　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
当
人
へ
の
夢
告
な
し

　
　

第
一
二
九　
　
　
　
　

寡
婦

↓
蛇

↓
天
女
／
僧

↓
蛇

↓
天
人

　

こ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
、
第
七
無
空
律
師
、
第
一
〇
六
高
橋
連
東
人
の
母
の
よ
う
に
人
が
動
物
に
転
生
す
る
型
と
、
逆
に
動
物
や
虫

が
人
に
転
生
す
る
第
二
四
沙
門
頼
真
の
よ
う
な
型
と
、
二
型
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
右
の
表
で
は
二
型
を
判
別
し
や
す
い
よ
う
に
掲

出
の
し
か
た
を
変
え
た
）。
後
者
の
大
半
は
、
経
文
の
あ
る
箇
所
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
覚
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
持
経

者
が
、
そ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
前
生
を
知
る
、
す
な
わ
ち
前
生
は
卑
小
な
生
き
物
で
あ
っ
て
、
し
か
し
前
世
に
法
華
経
と
結
縁
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
今
生
に
は
法
華
持
経
者
と
な
っ
た
由
、
夢
告
を
受
け
る
と
い
う
展
開
を
そ
な
え
て
い
る
。
沙
門
覚
念
の
場
合
。

﹇
沙
門
覚
念
は
道
心
堅
固
で
、
法
華
経
を
読
誦
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
経
を
誦
む
と
き
、
あ
る
三
行
の
文
の
部
分
を
暗
唱
す
る
こ
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と
が
で
き
な
か
っ
た
。
覚
念
は
こ
の
こ
と
を
普
賢
菩
薩
に
祈
っ
た
。﹈
夢
に
老
い
た
る
僧
あ
り
て
、
来
た
り
告
げ
て
云
は
く
、
汝
宿

業
有
り
て
三
行
の
文
を
忘
れ
失
ひ
つ
る
な
り
。
汝
先
生
に
お
い
て
、
衣
魚
の
身
を
受
け
、
法
華
経
の
中
に
在
り
て
、
三
行
を
食は

み

失
ひ
き
。
又
経
の
中
に
住
み
た
る
に
依
り
、
今
人
身
を
得
て
法
華
経
を
誦
む
。
経
文
を
食
み
し
に
依
り
、
三
行
の
文
を
誦
む
を
得

ざ
る
な
り
。
…
と
。﹇
夢
覚
め
て
三
行
の
文
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
毎
日
三
部
の
読
誦
を
怠
ら
な
か
っ
た
。﹈

（
本
朝
法
華
験
記
巻
中
第
七
十
八
）

　

こ
う
し
た
構
成
と
、衣
魚
が
法
華
経
の
経
本
を
損
じ
て
そ
の
部
分
を
読
み
え
な
か
っ
た
た
め
に
次
の
世
に
も
ま
た
同
様
の
こ
と
と
な
っ

た
と
い
う
趣
向
と
は
、
中
国
の
験
記
類
か
ら
継
承
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
前
生
を
明
か
す
夢
告
と
衣
魚
の
食
み
損
じ
た
経
文

と
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
二
つ
な
が
ら
そ
な
え
た
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

﹇
秦
郡
東
寺
の
沙
弥
は
、
法
華
経
を
誦
す
る
に
薬
草
品
の
「
靉
靆
」
の
二
文
字
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。﹈
師
、
夜
即

ち
夢
に
一
の
僧
を
見
る
。
之
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、
…
沙
弥
前
生
に
寺
の
側
東
村
に
在
り
て
、
優
婆
夷
の
身
を
受
け
た
り
。
本
よ

り
法
華
経
一
部
を
誦
め
り
。
但
し
其
の
家
の
法
華
は
、
当
時
薬
草
喩
品
、
白し

み魚
の
靉
靆
二
字
を
食
み
去
り
た
り
。
時
に
経
本
に

此
の
二
字
無
し
。
其
れ
が
為
今
生
新
た
に
受
け
て
、
習
ひ
未
だ
成
ら
ざ
る
の
み
。
…
、
と
。﹇
師
は
、
夢
で
教
え
ら
れ
た
家
を
尋

ね
、
二
字
を
欠
い
た
薬
草
喩
品
を
見
出
だ
し
、
十
七
年
前
に
そ
の
経
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
女
が
死
ん
で
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。﹈

（
弘
賛
法
華
伝
巻
第
六
秦
郡
東
寺
沙
弥
）

　

両
者
の
関
係
は
一
見
し
て
深
い
こ
と
が
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
同
列
に
は
扱
え
な
い
。
本
朝
法
華
験
記
は
、
現
在
の
持
経
者
は
前
世
に

一
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一
八

そ
の
経
を
読
ん
で
い
た
人
で
は
な
く
、
経
本
を
食
み
損
じ
た
衣
魚
自
身
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
決
定
的
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
畜
生
や
虫
を
救
済
す
べ
き
対
象
と
し
て
憐
憫
を
も
っ
て
外
部
か
ら
見
る
の
に
対
し
て
、
卑
小
な
生
き
物
を
前

世
の
自
ら
の
姿
と
し
て
振
り
返
る
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
語
り
方
は
中
国
の
説
話
集
に
も
、
日
本
霊
異
記
に
も
、
三
宝
絵
に

も
な
い
。
本
朝
法
華
験
記
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
　
　

五　

内
な
る
畜
生
へ
の
視
線

　

本
朝
法
華
験
記
に
は
、
法
華
持
経
者
が
前
生
を
夢
の
な
か
で
知
る
と
い
う
型
の
説
話
が
一
四
話
あ
り
、
そ
の
う
ち
前
生
が
人
で
あ
っ

た
と
す
る
も
の
は
わ
ず
か
に
一
話
、
他
は
動
物
や
虫
で
あ
っ
て
、
前
生
の
劣
悪
卑
小
性
が
強
調
さ
れ
る
語
り
方
と
な
っ
て
い
る
。
劣
悪

卑
小
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
法
華
経
の
霊
験
は
そ
の
身
に
及
ぶ
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
華
経
の
力
の
偉
大
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
ど
ど
ま
ら
な
い
。

　

持
経
者
た
ち
が
今
生
の
我
が
身
を
省
み
、
前
生
を
知
っ
て
等
し
く
痛
感
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
み
ず
か
ら
の
罪
障
で
あ
る
（
９
）

。
た
と

え
ば
、﹇

沙
門
安
勝
は
肌
の
色
が
は
な
は
だ
し
く
黒
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
恥
じ
て
他
の
僧
と
の
交
わ
り
を
避
け
て
い
た
が
、
好
い
声
で

経
を
読
誦
し
、
道
心
が
あ
り
慈
悲
の
心
も
深
か
っ
た
。
長
谷
寺
に
詣
で
て
観
音
に
祈
り
を
こ
め
た
。﹈
何
な
る
因
有
り
て
か
、
世

間
の
人
に
違
ひ
て
此
の
身
の
黒
色
な
る
。
…
宿
世
を
知
ら
し
め
た
ま
へ
、
と
。﹇
夜
半
の
夢
に
貴
女
が
出
現
し
て
、
次
の
よ
う
に
告

げ
た
。﹈
知
る
べ
し
、
先
身
は
黒
色
の
牛
也
。
持
経
者
の
辺
に
有
り
て
、
常
に
法
華
経
を
聞
け
り
。
是
の
縁
に
因よ

る
故
に
、
生
を



一
九

人
界
に
受
け
、
畜
生
の
苦
を
抜
き
、
人
身
を
受
く
る
を
得
た
り
。
法
華
を
聞
き
し
力
に
て
今
生
に
一
乗
妙
法
を
受
持
せ
り
。
余
残

の
宿
業
に
て
黒
色
の
身
を
得
た
り
、
…
と
。﹇
安
勝
は
兜
率
天
往
生
の
予
告
を
受
け
、
そ
の
後
、
六
根
清
浄
に
し
て
示
寂
し
た
。﹈

（
上
巻
第
二
六
）

人
並
み
で
な
い
身
体
的
特
徴
は
、
罪
深
い
前
生
の
余
習
で
あ
る
。
同
じ
く
牛
身
を
前
身
と
し
て
持
つ
頼
真
も
、「
先
世
の
業
に
て
悪
業

の
身
を
感
ぜ
り
。
今
生
に
懺
せ
ず
は
後
世
畏
る
べ
し
」
と
し
て
、
根
本
中
堂
に
籠
も
っ
て
祈
念
を
凝
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
（
上
巻
第

二
四
）。
あ
る
い
は
、
自
ら
の
身
体
の
障
害
が
宿
報
で
あ
る
こ
と
を
夢
に
知
ら
さ
れ
て
、
初
め
て
恥
じ
発
露
す
る
例
も
あ
る
。

長
老
の
僧
有
り
て
盲
人
に
告
げ
て
言
は
く
、
…
汝
先
世
に
お
い
て
毒
蛇
の
身
を
得
た
り
。
…
夜
夜
堂
に
入
り
て
、
仏
前
の
常
燈
の

油
を
舐
り
食
ひ
き
。
法
華
を
聞
き
し
に
因
り
て
、
今
人
身
を
得
て
、
ま
た
仏
法
に
値
ひ
た
り
。
燈
油
を
食
ひ
し
に
依
り
て
、
盲
目

の
身
を
受
け
た
り
。
こ
の
故
に
今
生
目
を
開
く
べ
か
ら
ず
。
…
と
い
へ
り
。
…
已
に
心
に
慚
愧
を
生
じ
て
、
宿
報
を
発
露
し
、
法

華
経
を
誦
せ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
本
朝
法
華
験
記
巻
上
第
二
七
）

彼
ら
が
前
世
の
行
い
に
よ
っ
て
受
け
た
も
の
は
、
正
負
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
前
世
の
姿
あ
る
い
は
罪
深
い
行
い
に
由
来
す
る
劣
悪
な

身
体
で
あ
り
、
一
つ
は
法
華
経
聴
聞
の
功
徳
に
由
来
す
る
人
身
と
経
典
を
読
誦
し
理
解
す
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
不
可
分
の
も

の
と
し
て
彼
ら
の
生
涯
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
畜
生
や
虫
類
で
あ
っ
て
、そ
れ
で
も
法
華
経
に
結
縁
し
え
た
と
い
う
よ
り
は
、

劣
悪
卑
小
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
法
華
経
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
第
七
八
の

衣
魚
は
、
衣
魚
の
身
で
あ
る
が
故
に
尊
い
経
本
の
中
に
住
み
つ
き
、
罪
深
く
も
紙
と
文
字
を
食
み
損
じ
も
す
る
の
で
あ
る
。



二
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罪
障
と
救
済
を
不
二
の
関
係
と
し
て
述
べ
る
の
は
、
こ
う
し
た
動
物
前
生
譚
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
朝
法
華
験
記
の
論

理
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
朝
法
華
験
記
の
霊
験
譚
に
お
い
て
は
、
救
済
さ
れ
る
動
物
は
、
単
に
法
華
経
の
威
力
の
大
き
さ
を
効

果
的
に
語
る
た
め
に
の
み
登
場
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
劣
悪
卑
小
な
存
在
は
わ
れ
わ
れ
人
間
の
前
身
で
あ
り
、
後
身
で
も
ま
た

あ
り
、
要
す
る
に
人
間
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
存
在
を
こ
の
よ
う
に
内
省
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
持
経
者
が
夢
告
に
よ
っ
て
自
ら
の
前
生
を
知
る
型
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
視
線
は
、
夢
告
前
生
譚
で
は
な
い
、
一
般
的
な
動
物
救
済
譚
に
も
看
取
し
う
る
。

本
朝
法
華
験
記
の
下
巻
第
一
二
五
以
下
最
末
尾
の
一
二
九
ま
で
畜
生
救
済
譚
が
並
ぶ
。
そ
れ
ら
に
記
述
さ
れ
る
畜
生
の
姿
も
ま
た
、
仏

法
の
教
理
に
素
朴
に
従
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
つ
、
美
し
い
女
と
な
っ
て
男
に
言
い
寄
ら
れ
た
狐
は
、
自
ら
の
正
体
を
明
か

し
た
う
え
で
、
も
し
契
り
を
結
ぶ
な
ら
男
の
命
は
な
い
と
言
い
、
し
か
し
、
つ
い
に
相
手
の
「
懇
切
の
芳
言
」
を
否
び
え
ず
「
我
君
に

代
は
り
て
死
に
、
全
く
君
が
命
を
保
た
む
」
と
言
い
、
実
際
そ
の
通
り
に
な
る
（
第
一
二
七
）。
ま
た
、
女
が
、
相
逢
お
う
と
の
約
束

を
違
え
た
僧
を
大
蛇
と
な
っ
て
追
い
か
け
、
鐘
の
中
に
隠
れ
た
の
を
焼
き
殺
し
、
そ
し
て
去
っ
て
行
く
姿
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　

毒
蛇
両
の
眼
よ
り
血
の
涙
を
出
し
、
堂
を
出
で
、
頸
を
挙
げ
舌
を
動
は
た
ら

か
せ
、
本
の
方
を
指
し
て
走
り
去
り
ぬ
。

（
本
朝
法
華
験
記
巻
下
第
一
二
九
）

救
済
さ
れ
る
対
象
で
は
な
い
が
、
雛
を
人
間
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
鷹
が
次
の
よ
う
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
。

（
10
）
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雌
鷹
思お

も念
へ
ら
く
、
我
常
に
年
を
逕へ

て
、
巣
を
造
り
て
卵
か
ひ
こ

を
生
み
、
卵
孵
り
て
雛
と
成
る
。
人
来
た
り
て
奪
ひ
取
り
て
、
子
孫

既
に
絶
え
ぬ
。
誰
か
ま
た
胤
を
継
が
む
。
今
よ
り
卵
を
生
む
に
人
に
知
ら
し
め
ざ
ら
む
と
お
も
へ
り
。

（
本
朝
法
華
験
記
下
巻
第
一
一
三
）

こ
の
場
合
は
、
鷹
が
人
の
眼
と
手
の
届
か
な
い
高
所
に
巣
を
掛
け
る
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
で
十
分
で
、
こ
の
よ
う
に
鷹
の
心
情
に
立
ち

入
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
記
述
が
そ
な
わ
る
こ
と
は
、
本
朝
法
華
験
記
が
、
畜
生
に
対
し
て
人
間
に
向
け
る
の
と
同
じ
視

線
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
畜
生
の
苦
悩
と
悲
哀
に
対
す
る
共
鳴
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
叙
述
が
本
朝
法
華
験
記
に
特
徴
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
撰
者
鎮
源
の
思
想
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
加

え
て
今
少
し
大
き
い
背
景
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

人
と
畜
生
と
を
同
じ
次
元
に
と
ら
え
る
場
が
ほ
か
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
説
法
の
世
界
で
あ
る
。

　

永
井
義
憲
が
、
内
容
の
吟
味
お
よ
び
文
学
史
的
位
置
づ
け
を
施
し
て
そ
の
本
文
を
紹
介
し
た
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
僧
が
説
法
の

座
に
懐
中
し
た
と
見
ら
れ
る
説
草
の
一
つ
で
、
表
紙
中
央
に
「
餓
鹿
因
縁
」
と
題
さ
れ
「
寄
無
常
」（
無
常
に
寄
す
）
と
注
記
を
具
え

る
と
い
う
、
金
沢
文
庫
藏
の
小
冊
で
あ
る
。
第
一
段
に
「
坐
禅
三
昧
経
云
」
と
し
て
「
鹿
の
渇
き
て
泉
に
趣
き
て
已
に
飲
ま
ん
と
し
て

方
に
水
に
向
か
ふ
に
、
猟
師
慈
悲
無
く
し
て
飲
む
こ
と
を
聴ゆ
る

さ
ず
し
て
竟つ
ひ

に
殺
す
が
如
し
」（
一
部
漢
文
式
で
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文

を
読
み
下
す
。
以
下
同
様
）
と
置
き
、
続
く
第
二
段
に
、
一
頭
の
鹿
が
水
を
求
め
て
谷
に
降
り
て
飲
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
弓
矢
を

携
え
た
武
者
に
出
会
い
、
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
説
話
を
語
り
、
第
三
段
に
「
法
に
合
は
せ
候
ふ
様
は
」
と
し
て
、
こ
の
譬
喩
説
話
の
鹿

の
姿
を
人
間
に
引
き
当
て
て
無
常
の
理
を
説
く
。

　

金
沢
文
庫
本
餓
鹿
因
縁
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
書
写
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
牧
野
和
夫
は
、
こ
の
因
縁
が
、
安
居
院
の
聖
覚

（
11
）

（
12
）
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に
よ
り
、
建
仁
元
（
一
二
〇
三
）
年
に
没
し
た
聖
護
院
宮
、
元
仁
二
（
一
二
二
四
）
年
に
没
し
た
定
範
法
印
の
追
善
法
要
に
お
け
る
説

法
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
二
人
が
頓
死
と
も
い
う
べ
き
あ
っ
け
な
い
死
を
迎
え
、
そ
の
死
は
ま
さ

に
説
話
に
語
ら
れ
た
鹿
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
聴
衆
は
「
鹿
王
に
こ
と
よ
せ
て
、
痛
切
に
そ
の
無
常
の
迅
速
を
想
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
」
と
、
こ
の
因
縁
の
「
聴
衆
の
心
に
及
ぼ
し
た
効
果
は
、
時
に
応
じ
所
に
適
う
も
の
」、「「
場
」
に
合
致
し
た
も
の
」
で
あ
っ
た

と
指
摘
し
た
の
は
重
要
で
あ
る
。、

　

そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
説
話
が
、
鹿
の
死
、
人
の
死
を
通
じ
て
聴
衆
自
ら
の
身
の
上
に
思
い
を
致
さ
せ
る
語
り
口
を
そ
な
え
て
い
る

こ
と
に
も
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
餓
鹿
の
譬
喩
譚
に
見
ら
れ
る
大
き
な
特
徴
は
、
武
者
に
狙
わ
れ
た
鹿
が
恐
怖
に
と
ら
わ
れ
な
が

ら
、
さ
ま
ざ
ま
思
慮
を
働
か
せ
て
逃
れ
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
つ
い
に
射
倒
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
の
で
き
ご
と
が
緊
張
し
た
文
体
で
描

き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

此
の
餓
え
た
る
鹿
、一
村
有
る
薄
の
景か
げ

に
、隠
れ
臥
し
て
、
神
た
ま
し
ひ

を
失
ひ
、身
の
毛
も
竪
い
よ
た

ち
、
惶
お
の
の

き
臥
し
た
る
処
に
、景（「
鹿
毛
」カ
）

な
る
馬
に
乗
り
た
る
武
者
の
青
き
う
つ
ぼ
負
ひ
た
る
が
、
と
が
り
箭
を
は
げ
て
、
我
が
跡
を
と
め
て
申
す
や
う
、
…
既
に
我
が
許も
と

へ
詣
で
往ゆ

い
た
る
に
、
此
の
鹿し

か
、
度
々
の
狩
に
相
ひ
て
、
逃
げ
習
ひ
た（
マ
マ
）

る
け
る
間
、
急き

と
思
ふ
様
、
起
き
違
ゆ
か
む

（「
起
き
ち
が
は
む
」

カ
）
と
せ
ば
、
引
き
居す

ゑ
た
る
馬
や
有
る
覧ら
ん

、
横
切
れ
ん
と
せ
ば
脇
に
立
ち
た
る
馬
や
有
る
覧
、
…

特
に
、
鹿
の
視
点
か
ら
無
慈
悲
な
武
者
の
姿
を
と
ら
え
、
鹿
の
恐
怖
に
お
の
の
く
心
中
に
立
ち
入
っ
て
描
写
す
る
と
こ
ろ
、
読
む
者
の

眼
を
惹
く
。
こ
う
し
た
語
り
方
は
、「
我
等
衆
生
…
定
業
免
る
る
事
無
け
れ
ば
、
眼
閉
ぢ
、
息
絶
え
」
て
し
ま
う
、「
無
常
の
殺
鬼
は
豪

賢
を
択
ば
」
な
い
（
以
上
、
第
三
段
）
と
い
う
教
え
、
つ
ま
り
鹿
の
運
命
と
同
じ
結
末
が
確
実
に
人
間
に
も
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
、
鹿
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の
姿
は
我
々
人
間
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
餓
鹿
の
因
縁
譚
は
、
個
別
の
場
に
有
効
に
機

能
し
た
に
違
い
な
い
が
、同
時
に
鹿
の
運
命
を
自
ら
の
も
の
と
観
ぜ
し
め
る
普
遍
性
を
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
視
点
を
か
え
れ
ば
、

聖
覚
の
説
法
が
聴
衆
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
と
す
れ
ば
、
聴
衆
が
動
物
を
人
間
と
同
じ
地
平
に
と
ら
え
る
眼
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な

い
か
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
朝
法
華
験
記
の
叙
法
と
、
唱
導
の
世
界
と
は
場
の
性
格
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

注
（
１
）
小
峯
和
明
（
司
会
）「
宗
教
文
化
研
究
と
説
話
の
〈
場
〉・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
向
け
て
」
と
、
小
峯
和
明
「
法
会
文
芸
の
提
唱―

宗
教
文
化

研
究
と
説
話
の
〈
場
〉」、
徳
田
和
夫
「
孝
子
説
話
を
め
ぐ
る
唱
導
と
絵
解
き―

宗
教
文
化
研
究
と
説
話
の
場
」
の
二
編
の
論
文
か
ら
成
る
。

（
２
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
森　

正
人
「〈
物
語
の
場
〉
と
〈
場
の
物
語
〉・
序
説
」（『
説
話
論
集
』
第
一
集　

一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
３
）
田
中
徳
定
『
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
』（
新
典
社　

二
〇
〇
七
年
）
第
四
部
第
一
章
「『
法
華
百
座
聞
書
抄
』
の
説
経
に
み
る
「
孝

養
」
を
め
ぐ
っ
て
」。
ま
た
、説
法
の
席
に
お
け
る
説
話
の
用
い
方
に
つ
い
て
は
、森　

正
人
「
説
話
の
意
味
と
機
能―

百
座
法
談
聞
書
抄
考―

」

（『
國
學
院
雑
誌
』
第
九
二
巻
第
一
号　

一
九
九
一
年
一
月
）
参
照
。

（
４
）
伊
藤
正
義
監
修
『
磯
馴
帖　

村
雨
篇
』（
和
泉
書
院　

二
〇
〇
二
年
）
収
録
の
本
文
に
よ
り
、
一
部
漢
文
式
の
表
記
を
含
む
原
文
を
読
み
下

し
、
梗
概
を
交
え
て
引
用
す
る
。

（
５
）
牧
野
和
夫
「
安
居
院
流
唱
導
と
「
母
恩
勝
父
恩
事
」―

附
、「
因
縁
」、「
止
観
談
義
」
周
辺
資
料
の
二
、三
に
つ
い
て―

」（『
実
践
国
文
学
』

第
四
〇
号　

一
九
九
一
年
九
月
）。

（
６
）
黒
田
彰
『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境　

続
』（
和
泉
書
院　

一
九
九
五
年
）
Ⅰ
二
２　

三
国
伝
記
と
恵
心
僧
都
物
語―

説
草
か
ら
説
話
集
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へ―

。
な
お
、
黒
田
の
「
今
昔
の
原
拠
も
談
義
本
で
あ
っ
た
か
」
と
す
る
推
測
を
支
持
し
た
い
。

（
７
）
三
角
洋
一
『
王
朝
物
語
の
展
開
』（
若
草
書
房　

二
〇
〇
〇
年
）
Ⅲ
16
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
。

（
８
）
森　

正
人
「
因
縁
の
時
空―

日
本
霊
異
記
の
説
話
と
表
現―

」（『
国
語
と
国
文
学
』
巻
第
六
四
巻
第
五
号
、
一
九
八
七
年
五
月
）。

（
９
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
森 

正
人
「
唐
代
仏
教
説
話
集
の
受
容
と
日
本
的
展
開
」（
木
下
尚
子
・
他
編
『
東
ア
ジ
ア
の
文
化
構
造
と
日
本
的

展
開
』
北
九
州
中
国
書
店　

二
〇
〇
八
年
）
に
も
日
本
的
な
人
間
観
、
生
命
観
、
動
物
観
の
表
れ
と
す
る
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

（
10
）
森　

正
人
「
聖
な
る
毒
蛇
／
罪
あ
る
観
音―

鷹
取
救
済
譚
考―

」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
七
六
巻
第
一
二
号　

一
九
九
九
年
一
二
月
）、
同

「
本
朝
法
華
験
記
の
説
話
と
表
現
」（
池
上
洵
一
編
『
論
集　

説
話
と
説
話
集
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
11
）
永
井
義
憲
『
日
本
仏
教
文
学
研
究　

第
三
集
』（
新
典
社　

一
九
八
五
年
）
第
四
編
「
金
沢
文
庫
蔵
『
餓
鹿
因
縁
』
の
こ
と―

説
話
と
仏

教
の
接
点
お
よ
び
戦
記
文
学
の
文
体―
」、
初
出
は
『
大
妻
国
文
』
第
二
号
（
一
九
七
一
年
三
月
）。

（
12
）
牧
野
和
夫
『
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
説
話
と
学
問
』（
思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
五
年
）「『
親
快
記
』（『
土
巨
鈔
』）
と
い
う
窓
か
ら―

中

世
初
期
の
説
教
資
料
に
関
す
る
一
、二
の
問
題―
」。
初
出
は
『
中
世
文
学
』
第
三
二
号
（
一
九
八
七
年
六
月
）。

【
付
記
】
本
論
文
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
九
日
（
金
）
に
駒
澤
大
学
中
央
講
堂
で
行
っ
た
同
題
の
講
演
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
講

演
と
論
文
発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
所
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。


